
Title 形象における歴史 : ベンヤミンの歴史哲学における
構成の理論

Author(s) 柿木, 伸之

Citation 形象. 2017, 2, p. 29-49

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/75795

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



I論文 I形象における歴史 1

第
I
節
形
象
に
お
け
る
歴
史
へ
の
問
い

形
象
に
お
け
る
歴
史

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
構
成
の
理
論

形
象
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
焦
点
に
し
て
媒
体

で
あ
る
。
彼
は
、
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
の

理
論
が
示
す
よ
う
に
、
形
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
批
判
的
な
省
察
を
積

み
重
ね
な
が
ら
、
形
象
を
優
れ
た
意
味
で
の
「
媒
体
」
と
し
て
み
ず
か

ら
の
思
考
を
繰
り
広
げ
て
い
る
ー
。
ま
さ
に
「
天
使
」
や
「
遊
歩
者
」

の
よ
う
な
「
思
考
の
形
象
(
D
e
n
k
b
i
l
d
e
r
)

」
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
思
考
は
姿
を
現
わ
す
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
形
象
に
お
け
る
思
考

は
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
方
法
論
を
深
め
る
な
か
で
、
形
象
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
歴
史
の
概
念
へ
収
飲
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
到

達
点
を
示
す
の
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
破
局
を
目
の
当
た
り
に
し
な

が
ら
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
書
か
れ
た
一
連
の
テ
ー
ゼ
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
の
原
稿
の
送
付
を
予
告
す
る
実
際
に
は
発
送
さ
れ

な
か
っ
た
が
グ
レ
ー
テ
ル
・
ア
ド
ル
ノ
宛
の
一
九
四

0
年
春
の

書
簡
の
な
か
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
考
が
、
「
二
十

年
に
わ
た
っ
て
温
め
て
き
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
分
自
身
に
対
し
て
も

秘
し
て
き
た
と
さ
え
言
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
2

0

こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言
う
「
二
十
年
」
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

彼
が
歴
史
に
対
す
る
批
判
的
な
問
題
意
識
を
早
い
時
期
に
示
し
た
、
「
神

学
的
11
政
治
的
断
章
」
(
-
九
二

0
年
前
後
成
立
）
と
「
暴
力
批
判
論
」

（
一
九
二

0
／
ニ
―
年
成
立
）
を
書
き
下
ろ
し
て
か
ら
の
二
十
年
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
こ
の
「
二
十
年
」
は
、
彼
が
「
ゲ
ー

テ
の
『
親
和
力
』
」
(
-
九
二
二
年
成
立
）
以
来
、
仮
象
批
判
を
つ
う
じ

て
形
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
思
考
を
精
練
さ
せ
て
い
っ
た
時
期
と
も

重
な
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」

の
テ
ー
ゼ
に
結
晶
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
は
、
歴
史
に
つ
い
て

の
批
判
的
な
省
察
と
形
象
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
反
省
が
、
新
た
な
歴

史
の
概
念
へ
向
け
て
緊
密
に
結
び
つ
く
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と

が
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
ろ
う
。
先
の
グ
レ
ー
テ
ル
・
ア
ド
ル
ノ
宛
の
書

柿

木

伸

之
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る
4

0

簡
に
お
い
て
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
一
連
の
考
察
と
、
「
こ
れ

ま
で
の
仕
事
と
の
、
隠
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
筋
の
通
っ
た
関
連
を
認

め
さ
せ
る
」
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
十
七
番
目
の
省
察
」
は
、

こ
の
よ
う
な
消
息
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
3
0

こ
こ
で
、
そ
の
「
十
七
番
目
の
省
察
」
の
一
部
を
、
冒
頭
か
ら
引
い

て
お
こ
う
。

そ
も
そ
も
歴
史
主
義
と
い
う
も
の
は
、
普
遍
史
に
極
ま
る
も
の
で

あ
る
。
唯
物
論
的
な
歴
史
記
述
は
、
方
法
論
的
に
は
お
そ
ら
く
、

他
の
ど
れ
よ
り
も
こ
の
普
遍
史
に
対
し
て
、
際
立
っ
た
違
い
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
普
遍
史
に
は
何
の
理
論
武
装
も
な
い
。
そ
れ
を

記
述
す
る
手
順
は
加
法
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
均
質
で
空
虚
な

時
間
を
満
た
す
た
め
に
大
量
の
事
実
を
動
員
す
る
の
だ
。
一
方
、

唯
物
論
的
な
歴
史
記
述
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
構
成
的
な
原
理

(
e
i
n
 k
o
n
s
t
r
u
k
t
i
v
e
s
 P
r
i
n
z
i
p
)

で
あ
る
。
思
考
に
は
想
念
の
運

動
だ
け
で
な
く
、
そ
の
静
止
も
同
様
に
含
ま
れ
て
い
る
。
思
考
が

緊
張
で
充
ち
満
ち
た
布
置
(
K
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
)

に
お
い
て
突
如
と
し

て
立
ち
止
ま
る
と
き
、
思
考
は
そ
の
布
置
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、

こ
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
そ
の
布
置
が
モ
ナ
ド
と
し
て
結
晶
す

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
一
連
の
テ
ー
ゼ
の
最
後
近
く
に
位
置
す

る
こ
の
一
節
に
は
、
形
象
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
歴
史
の
概
念
を
探
究

す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
姿
勢
が
、
集
約
さ
れ
た
か
た
ち
で
表
わ
れ
て
い
る
。

彼
は
こ
こ
で
、
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
を
一
直
線
に
前
進
す
る
「
進
歩
」

を
前
提
し
、
歴
史
を
「
進
歩
」
と
呼
び
う
る
現
在
の
支
配
者
の
立
場
に

自
己
を
同
一
化
さ
せ
な
が
ら
史
料
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配

者
を
正
当
化
す
る
歴
史
を
「
普
遍
史
」
と
し
て
物
語
ろ
う
と
す
る
「
歴

史
主
義
」
の
立
場
と
鋭
く
対
照
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
彼
の
「
唯
物
論
的

な
歴
史
記
述
」
の
立
場
を
打
ち
出
す
。
そ
れ
が
拠
っ
て
立
つ
の
が
、
「
構

成
的
な
原
理
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、

も
は
や
事
実
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
今
や
歴
史
は
、
思
考
の
運
動
が
立
ち
止
ま
ら
せ
ら
れ
る
充
溢
し
た

瞬
間
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
る
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
の
形

象
を
媒
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
だ
。

後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
す
で
に
、
パ
リ
の
パ
サ
ー

ジ
ュ
の
廃
墟
か
ら
「
十
九
世
紀
の
根
源
史
(
U
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)

」
を
描

き
出
そ
う
と
す
る
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
の
方
法
論
的
な
覚
え

書
き
の
一
っ
に
、
「
歴
史
は
い
く
つ
も
の
形
象
(
B
i
l
d
e
r
)

に
分
解
す
る

(
N
 erfallen)

の
で
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
物
語
(
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
n
)

に
分
か

れ
る
の
で
は
な
い
」
と
記
し
て
い
る
5

。
ま
た
、
先
に
引
い
た
「
歴
史

30 



I論文 I形象における歴史 1

の
概
念
に
つ
い
て
」
の
第
十
七
テ
ー
ゼ
に
先
立
つ
テ
ー
ゼ
の
―
つ
で
は
、

「
ま
さ
に
そ
れ
が
認
識
さ
れ
う
る
瞬
間
に
閃
い
て
、
も
は
や
二
度
と
目

に
す
る
こ
と
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
形
象
と
し
て
の
み
、
過
去
は
銘
記

さ
れ
う
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
6

。
過
去
と
遭
遇
す
る
一
度
限
り
の
瞬

間
を
掴
む
と
こ
ろ
に
立
ち
現
わ
れ
る
形
象
。
こ
れ
を
媒
体
と
し
て
、
「
歴

史
主
義
」
の
神
話
が
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
過
去
を
救
い
出
す
も
う
一
っ

の
歴
史
が
構
成
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
別
の
テ
ー
ゼ
で
語
ら
れ
る

よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
「
歴
史
は
構
成

(Konstruktion)
の
対
象
」
で

あ
る
7

。
し
か
し
、
形
象
、
そ
れ
も
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
の
形
象
を
媒

体
と
し
て
、
歴
史
を
物
語
る
の
で
は
な
く
、
構
成
す
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」

書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
や
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
の
覚
え
書
き
な

ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る

形
象
の
概
念
と
と
も
に
、
形
象
を
媒
体
と
す
る
歴
史
の
構
成
と
い
う
彼

の
方
法
も
っ
と
も
、
彼
に
と
っ
て
「
方
法
」
は
「
迂
路
」
で
あ

る
ほ
か
な
い
が
を
捉
え
返
す
必
要
が
あ
ろ
う
8

。
た
だ
し
、
彼

に
と
っ
て
方
法
と
は
、
け
っ
し
て
歴
史
叙
述
の
手
続
き
に
止
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
「
破
壊
的
性
格
」
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
に
彼
が

記
し
た
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ら
、
方
法
を
追
求
す
る
と
は
、
「
瓦

礫
を
縫
う
道
」
を
認
識
に
よ
っ
て
切
り
開
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
道
と

は
、
彼
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
、
現
在
に
至
る
歴
史
の
過
程
が
現
出

さ
せ
る
廃
墟
を
縫
う
、
歴
史
そ
の
も
の
を
捉
え
直
す
思
考
の
回
路
で
あ

ろ
う
，
。
そ
れ
を
開
く
と
は
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
の
起
爆
力
を

発
揮
さ
せ
る
導
火
線
を
敷
設
す
る
こ
と
「
史
的
唯
物
論
は
各
時

代
に
爆
薬
を
仕
掛
け
る
、
と
は
つ
ま
り
時
代
に
現
在
を
ち
り
ば
め
る
の

だ
」
で
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
1
0
0

だ
か
ら
こ
そ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
歴
史
認
識
の
、

い
や
歴
史
そ
の
も
の

の
媒
体
と
な
る
形
象
を
、
「
弁
証
法
的
形
象
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
。
こ
こ
で
「
弁
証
法
」
と
い
う
語
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
後

に
見
る
よ
う
に
、
究
極
的
に
は
歴
史
そ
の
も
の
の
「
反
転
(
U
m
k
e
h
r
)

」

で
あ
ろ
う
11

。
で
は
、
そ
こ
へ
向
け
て
彼
は
、
形
象
を
媒
体
と
す
る
歴

史
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

先
に
挙
げ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
問
い
に

取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。
む
ろ
ん
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
が
未
完
に

終
わ
り
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
に
し
て
も
未
定
稿
だ

け
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
形
象
に
お
け
る
歴
史
へ
向

け
た
彼
の
理
論
的
構
想
は
、
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
12

。
と
は
い
え
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
は
、
現
在
に
歴
史
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
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ば
、
先
の
問
い
か
ら
は
、
次
の
問
い
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

今
、
形
象
を
媒
体
と
す
る
歴
史
を
、
新
た
な
歴
史
の
姿
を
示
す
も
の
と

し
て
、
ど
の
よ
う
に
構
想
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
の
基
本
構
想
の
検
討

を
踏
ま
え
て
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
道
筋
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

彼
の
歴
史
へ
の
問
い
を
今
に
受
け
継
ぐ
―
つ
の
見
通
し
を
開
く
こ
と

が
、
こ
こ
で
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
歴
史

の
構
成
と
い
う
視
点
か
ら
、
歴
史
叙
述
の
あ
り
方
を
簡
単
に
検
討
し
た

う
え
で
、
つ
と
に
「
記
憶
の
芸
術

(
G
e
d
a
c
h
t
n
i
s
,
 
K
u
n
s
t
)

」
と
し
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
も
の
を
は
じ
め
、
歴
史
に
介
入
し
、
想
起
の
場
を
開
く

芸
術
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
13

。
そ
の
作
品
の
美
的
形
象
と
し
て

の
強
度
は
、
歴
史
を
あ
ら
た
め
て
生
の
経
験
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
触

媒
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
強
度
を
測
っ
た
う
え
で
求
め
ら
れ
る
の

は
、
「
記
憶
の
芸
術
」
の
美
的
な
い
し
感
性
的
経
験
を
組
み
込
ん
だ
歴

史
を
、
理
論
的
に
構
想
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
形
象
に
お

け
る
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
可
能
性
の
一
端
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
的

に
触
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
歴
史
の
屑
」
と

呼
ん
だ
、
従
来
の
歴
史
の
残
余
に
開
か
れ
た
こ
の
も
う
―
つ
の
歴
史
の

概
念
を
構
想
す
る
こ
と
は
、
差
し
迫
っ
た
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
の
焦
点
は
現
在
に
あ
る
14

。
た
だ
し
そ
の

現
在
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
時
系
列
の
な
か
の
一
点
で
は
な
い
。

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
―
つ
で
、
「
移
行
と
し
て
の
現

在
で
は
な
く
、
時
間
が
そ
こ
で
停
止
し
、
静
止
状
態
に
至
っ
た
現
在
の

概
念
を
、
史
的
唯
物
論
者
は
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ

る
よ
う
に
、
歴
史
の
焦
点
と
な
る
現
在
と
は
、
む
し
ろ
時
系
列
を
中
断

さ
せ
る
今
の
こ
と
で
あ
る
15

。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

そ
の
今
は
「
緊
張
に
充
ち
満
ち
た
布
置
」
の
下
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
は
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
に
遭
遇
す
る
今
、
こ
の
過
去
の
前

に
立
ち
止
ま
ら
せ
ら
れ
る
今
に
、
歴
史
を
生
き
る
こ
と
が
懸
か
っ
て
い

る
の
だ
。
こ
の
今
を
捉
え
て
未
だ
歴
史
に
な
っ
て
い
な
い
過
去
を
想
起

し
、
現
在
を
照
ら
し
出
す
認
識
が
肝
要
で
あ
る
。
も
し
そ
の
今
を
逸
す

る
な
ら
ば
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
も
、
今
を
生
き
る
者
も
、
と
も
に
「
支

配
階
級
の
道
具
」
に
さ
れ
て
、
破
局
に
破
局
を
積
み
重
ね
て
い
く
歴
史

の
過
程
彼
に
と
っ
て
は
「
進
歩
」
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
過
程
に

ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
ま
ま
続
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
1
6
0

そ
れ
ゆ
え
、
「
史
的
唯
物
論
者
が
自
分
の
手
で
歴
史
を
書
く
、
ま
さ

に
そ
の
現
在
」
と
は
、
「
危
機
の
瞬
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
17

。
歴
史

第
II
節

想
起
か
ら
の
歴
史

32 
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を
書
く
と
は
、
何
よ
り
も
「
危
機
の
瞬
間
に
閃
く
ま
ま
に
‘
―
つ
の
回

想
(
E
r
i
n
n
e
r
u
n
g
)

を
掴
み
取
る
こ
と
で
あ
る
」
18

。
そ
し
て
、
こ
の
「
回

想
」
な
い
し
「
想
起

(
E
i
n
g
e
d
e
n
k
e
n
)

」
の
経
験
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

歴
史
の
概
念
の
核
心
を
な
し
て
い
る
19

。
歴
史
の
現
在
と
は
、
想
起
の

現
在
で
あ
り
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
た
め
の
準
備

草
稿
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
「
想
起
」
こ
そ
「
歴
史
を
根
源

的
に
規
定
す
る
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
20

。
彼
は
、
歴
史
そ
の
も
の

を
、
想
起
を
軸
に
構
想
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
と
き
「
想
起
」
お
よ
び
「
回
想
」
の
経
験
が
、
通
念
か
ら
す
れ
ば

反
転
さ
れ
た
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
忘
れ
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
思
い
起
こ
す
と

は
、
現
在
と
い
う
原
点
か
ら
過
去
の
あ
る
時
点
へ
意
識
的
に
遡
る
こ
と

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
今
こ
こ
で
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
に
期
せ
ず
し
て

直
面
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
想
起
の
原
点
が
あ
る
。

想
起
は
、
過
去
の
痕
跡
が
現
在
に
、
時
系
列
を
掻
き
乱
し
な
が
ら
侵

入
し
て
い
る
の
を
前
に
立
ち
止
ま
ら
せ
ら
れ
る
瞬
間
か
ら
始
ま
る
。
こ

の
静
止
し
た
現
在
に
お
い
て
、
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
せ

ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
る
想
起
と
は
、
基

本
的
に
「
非
随
意
的
想
起

(
d
a
s
unwillkiirliche E
m
g
e
d
e
n
k
e
n
)

」
で
あ

る
21

。
そ
の
経
験
は
、
主
体
を
根
幹
か
ら
動
揺
さ
せ
る
強
度
を
学
ん
だ
、

断
絶
の
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
非
随
意
的
」
な

想
起
の
現
在
に
お
い
て
、
今
ま
で
忘
れ
去
ら
れ
て
き
た
、
な
い
し
は
個
々

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
規
定
す
る
「
歴
史
」
が
抹
殺
し
て
き
た
出

来
事
や
死
者
の
、
未
だ
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
存
在
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
向
き
合
う
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
目

覚
め
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
の
覚
え
書

き
の
―
つ
で
、
そ
の
こ
と
を
想
起
の
転
換
と
い
う
彼
の
視
点
も
含
め
て
、

こ
う
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
「
回
想
と
覚
醒
の
あ
い
だ
に
は
緊
密
な
親

縁
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
目
覚
め

(
d
a
s
E
r
w
a
c
h
e
n
)

と
は
、
想
起
の
弁
証

法
的
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
な
の
だ
」
22

。
そ
の
経
験
を
つ
う
じ
て
、

「
事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
に
今
ま
さ
に
振
り
か
か
っ
て
き
た
も
の
と
な
り
、

こ
れ
を
確
保
す
る
の
が
想
起
の
仕
事
で
あ
る
」
2
3
0

こ
こ
で
「
目
覚
め
」
と
は
、
具
体
的
に
は
「
進
歩
」
を
夢
見
る
「
集

団
の
夢
」
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
の

は
、
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
が
痕
跡
と
化
し
て
入
り
込
ん
で
い
る
現
在
、

こ
の
廃
墟
と
し
て
の
現
在
に
目
が
開
か
れ
る
経
験
で
も
あ
る
24

。
こ
れ

は
、
歴
史
を
刻
印
さ
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
の
残
滓
が
散
乱
し
て
い

る
こ
れ
が
破
局
の
連
続
と
し
て
の
「
進
歩
」
の
帰
結
で
あ
る
こ

と
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
歴
史
哲
学
に
関
連
し
た
テ
ク
ス
ト
の
随
所
で
指

摘
し
て
い
る
現
在
の
時
空
間
に
晒
さ
れ
た
身
体
の
感
性
的
な
経

33 



験
に
ほ
か
な
ら
な
い
25

。
「
目
覚
め
」
が
断
絶
の
経
験
で
あ
る
こ
と
を
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
「
無
意
志
的
記

憶
(
m
e
m
o
i
r
e
i
n
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
)

」
こ
の
記
憶
に
つ
い
て
の
省
察
を
基

盤
に
「
非
随
意
的
想
起
」
の
概
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
言

う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
に
も
と
づ
く
小
説
の
叙
述
の
出
発
点
に
、

小
説
の
語
り
手
の
目
覚
め
と
し
て
見
て
取
っ
て
い
る
。
「
す
る
と
、
プ

ル
ー
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
人
生
の
な
か
で
最
高
度
に
弁
証
法
的
な
断
絶

点
、
つ
ま
り
目
覚
め
の
瞬
間
か
ら
生
涯
を
書
き
起
こ
す
こ
と
が
重
要
な

の
で
あ
る
」
2
6
0

か
つ
て
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
忘
れ
ら
れ
て
き
た
も
の
、
す
な

わ
ち
夢
の
な
か
に
潜
在
し
て
い
な
が
ら
抑
圧
さ
れ
て
き
た
も
の
に
目
が

開
か
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
記
憶
の
空
隙
を
振
り
返
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
目
覚
め
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
自
己
を
構
成
し
て
き
た
記
憶
の
亀

裂
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
従
来
の
歴
史
の
他
者

に
、
と
り
わ
け
「
進
歩
」
の
歴
史
の
他
者
で
あ
る
死
者
や
出
来
事
に
、

断
絶
の
上
で
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
瞬
間
に
あ
る
「
非
随
意
的
想

起
」
を
捉
え
る
こ
と
に
、
歴
史
が
懸
か
っ
て
い
る
。
こ
の
危
機
の
瞬
間

に
、
「
閃
く
ま
ま
に
‘
―
つ
の
回
想
を
掴
み
取
る
」
こ
と
が
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
構
想
す
る
も
う
―
つ
の
歴
史
の
出
発
点
と
な
る
認
識
な
の
だ
。

こ
の
歴
史
の
媒
体
と
な
る
の
が
、
彼
が
「
弁
証
法
的
」
と
形
容
す
る
形

象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
形
象
を
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
覚

め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
目
覚
め
る
経
験
と
な
る
。
忘
れ
ら
れ
て
き
た

過
去
と
の
布
置
に
お
い
て
、
現
在
の
時
空
間
が
、
廃
墟
の
相
に
お
い
て

見
通
さ
れ
る
の
だ
。
今
や
「
歴
史
学
(
H
i
s
t
o
r
i
k
)

」
と
は
、
「
現
在
を
目

覚
め
た
世
界
(
W
a
c
h
w
e
l
t
)

と
し
て
経
験
す
る
技
能
(
K
u
n
s
t
)

」
な
の
で

あ
る
2
7
0

こ
こ
で
ま
ず
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
考
え
る
「
弁
証
法
的
形
象
」
が
、
出
来
事
を
完
結
さ
せ
て
ひ
と
続

き
の
物
語
の
う
ち
に
組
み
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
過
去
の
神
話
的

形
象
彼
は
こ
れ
を
歴
史
主
義
に
お
け
る
過
去
の
「
『
永
遠
の
』
像
」

と
呼
び
、
そ
れ
が
過
去
の
「
纂
奪
」
に
も
と
づ
く
こ
と
を
見
抜
い
て
い

る
の
対
極
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
28

。
彼
は
「
弁
証
法
的
形
象
」
を
、

カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
の
言
う
「
元
型

(
A
r
c
h
e
t
y
p
u
s
)

」
な
ど

か
ら
峻
別
し
つ
つ
、
過
去
と
深
淵
の
上
で
遭
遇
す
る
こ
と
に
応
じ
る

「
飛
躍
を
学
ん
だ
も
の
」
と
考
え
て
い
る
29

。
「
弁
証
法
的
形
象
」
は
、

む
し
ろ
過
去
を
、
現
在
と
の
緊
張
閑
係
に
お
い
て
未
完
結
に
す
る
。
そ

れ
は
、
「
完
結
し
た
も
の
（
苦
悩
）
を
未
完
結
な
も
の
に
変
え
る
」
想

起
の
場
な
の
だ
30

。
そ
こ
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
静
止
状
態
に
あ
る
弁

証
法
(
D
i
a
l
e
k
t
i
k

im Stillstand)
」
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
「
形
象
と
は
、

静
止
状
態
に
あ
る
弁
証
法
で
あ
る
」
31

。
彼
に
よ
れ
ば
、
思
考
の
運
動

34 
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の
静
止
と
と
も
に
現
出
す
る
形
象
に
お
い
て
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
が
今

に
甦
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
「
今
ま
さ
に
振
り
か
か
っ
て
き
た
」
出
来

事
と
化
す
の
だ
。
形
象
と
は
、
そ
の
よ
う
に
「
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
」

が
「
弁
証
法
的
な
転
換
」
を
遂
げ
る
場
な
の
で
あ
る
3
2
0

こ
の
こ
と
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
の
覚
え

書
き
の
―
つ
で
こ
う
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
が
高

次
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
発
現
さ
せ
る
姿
を
創
出
す
る
の
が
形
象
で

あ
り
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
は
形
象
と
し
て
、
ま
た
形
象
に
お
い
て
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
」
33

。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
が

新
た
な
生
を
得
る
こ
と
が
、
過
去
の
記
憶
が
言
葉
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ

る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
点
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
言

う
形
象
と
は
あ
く
ま
で
言
語
的
な
も
の
で
あ
り
、
痕
跡
と
と
も
に
回
帰

し
て
く
る
過
去
の
記
憶
が
、
文
字
に
翻
訳
さ
れ
た
姿
を
示
す
も
の
で
あ

る
34

。
そ
の
意
味
で
「
弁
証
法
的
形
象
」
は
、
「
解
読
さ
れ
た
形
象
(
d
a
s

g
e
l
e
s
e
n
e
 B
i
l
d
)

」
、
す
な
わ
ち
翻
訳
と
し
て
の
解
読
と
と
も
に
現
出
す

る
形
象
と
言
え
る
35

。
そ
の
際
、
痕
跡
を
解
読
す
る
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が
「
翻
訳
者
の
課
題
」
で
語
る
、
他
言
語
と
の
関
係
を
分
節
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
原
作
の
「
死
後
の
存
続
」
の
新
た
な
局
面
を
開
く
翻
訳

と
類
比
的
な
仕
方
で
、
過
去
と
現
在
の
「
緊
張
に
充
ち
満
ち
た
布
置
」

を
捉
え
る
こ
と
で
、
過
去
の
記
憶
が
甦
る
想
起
の
場
を
開
く
こ
と
で
あ

そ
れ
に
よ
っ
て
、
過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
や
死
者
の
記
憶
が
、
過
去
と

現
在
の
あ
い
だ
に
新
た
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
構
想
す

る
歴
史
は
、
緊
張
を
芋
み
な
が
ら
想
起
の
余
地
を
開
き
、
過
去
が
未
完

の
相
に
お
い
て
甦
っ
て
く
る
場
を
な
す
形
象
を
媒
体
と
し
て
構
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
非
連
続
的
で
あ

る
ほ
か
は
な
い
「
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
の
伝
統
」
「
抑
圧
さ
れ

た
者
た
ち
の
歴
史
は
非
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
」
を
受
け
継
ぐ

こ
と
に
よ
っ
て
、
破
局
を
積
み
重
ね
続
け
て
い
る
歴
史
の
過
程
を
中
断

す
る
こ
と
で
あ
る
37

。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
唯
物
論
的
歴
史
叙
述
は
過
去

を
、
現
在
が
危
機
的
状
態
に
至
る
よ
う
仕
向
け
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
現
実
の
例
外
状
態
」
を
招
来
さ
せ
る
革
命
的
な
「
歴
史
の

概
念
」
こ
そ
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
38

。
そ
の
可
能
性

へ
向
け
て
、
想
起
の
転
回
と
と
も
に
歴
史
自
体
を
反
転
さ
せ
る
こ
と

を
、
「
弁
証
法
的
形
象
」
の
止
揚
な
き
弁
証
法
は
含
意
し
て
い
る
。
で

は
、
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
を
学
ん
だ
形
象
を
媒
体
と
し
て
歴
史
を
構
成

す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
「
『
構
成
』
は
『
破

壊
』
を
前
提
と
す
る
」
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
彼
の
考
え
る
歴
史
の
「
構
成
的
な
原
理
」
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
3
9
0

6

0

 

る
3
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第
皿
節

歴
史
を
構
成
す
る

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
構
想
す
る
歴
史
は
「
構
成
的
な
原
理
」
に
も
と
づ
い

て
い
る
と
は
い
え
、
彼
が
歴
史
を
構
成
す
る
こ
と
自
体
に
明
示
的
に
論

及
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
わ
ず
か
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
例
と

見
る
べ
き
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
覚
え
書
き
の
―
つ
で
、
彼
は
「
構
成
」
を
、

「
感
情
移
入
に
お
け
る
再
構
成
」
か
ら
峻
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
4
0
0

後
者
が
、
先
に
見
た
「
歴
史
主
義
」
の
「
加
法
的
」
手
順
と
重
な
る
か

た
ち
で
、
現
在
を
正
当
化
す
る
立
場
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
現
在
の
支

配
者
に
同
一
化
し
た
彼
の
言
う
「
感
情
移
入
」
と
は
、
こ
の
同

一
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
視
点
か
ら
、
一
定
の
連
続
性
を
物
語
る

か
た
ち
で
、
過
去
の
出
来
事
を
一
面
的
に
現
前
化
し
な
が
ら
積
み
上
げ

て
い
く
「
単
層
的
」
な
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
彼
の
考
え
る
歴
史

の
「
構
成
」
は
、
「
破
壊
」
に
も
と
づ
く
41

。
実
際
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

歴
史
叙
述
の
方
法
と
し
て
考
え
る
構
成
は
、
現
在
支
配
的
な
神
話
的
な

物
語
と
し
て
の
「
歴
史
」
の
破
壊
と
つ
ね
に
表
裏
一
体
で
あ
る
。
歴
史

を
構
成
す
る
と
は
、
そ
の
「
歴
史
」
が
抑
圧
し
て
き
た
記
憶
の
起
爆
力

を
解
放
し
な
が
ら
、
「
歴
史
の
連
続
を
破
砕
す
る
」
こ
と
な
の
だ
4
2
0

例
え
ば
、
「
歴
史
と
は
構
成
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
場
を
形
成
す
る

の
は
、
均
質
で
空
虚
な
時
間
で
は
な
く
、
今
と
い
う
時
が
充
満
し
た
時

間
で
あ
る
」
と
述
べ
る
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
一
っ

で
は
、
こ
の
「
構
成
」
の
技
法
の
一
っ
と
し
て
、
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の

へ
の
虎
の
跳
躍
」
と
し
て
の
「
引
用
す
る
(
N
ltleren)

」
こ
と
が
語
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
「
今
と
い
う
時
(Jetztzeit)

で
充
ち
満
ち
た
過
去
」
を
、

「
歴
史
の
連
続
を
打
ち
砕
い
て
」
現
在
に
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
と
い

ぅ
43

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
歴
史
を
書
く
」
と
は
「
歴
史
を
引
用

す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
引
用
す
る
こ
と
に
は
、
歴
史
の
対
象
を
そ
れ

ぞ
れ
連
関
か
ら
剥
ぎ
取
っ
て
く
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」
の
だ
4
4
0

こ
こ
で
「
引
用
す
る
」
と
は
、
一
種
の
翻
訳
と
し
て
の
痕
跡
の
解
読
を

含
ん
だ
想
起
を
能
動
的
に
、
そ
れ
も
既
存
の
「
歴
史
」
の
物
語
を
突
き

抜
け
て
、
過
去
に
働
き
か
け
る
か
た
ち
で
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
そ
の
能
動
性
は
、
選
別
さ
れ
た
過
去
を
現
在
に
手
繰
り
寄
せ
て
ひ

と
続
き
の
歴
史
を
物
語
る
恣
意
性
か
ら
は
載
然
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
の
言
う
想
起
の
能
動
性
は
、
過
去
と
現
在
の
断
絶
を
跳

び
越
え
る
「
虎
の
跳
躍
」
に
よ
っ
て
、
「
現
在
が
危
機
的
状
態
に
至
る
」

よ
う
な
記
憶
の
力
を
今
に
解
き
放
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
第
十
七
テ
ー
ゼ
に
お

い
て
、
過
去
と
現
在
の
緊
張
に
満
ち
た
「
布
置
に
シ
ョ
ッ
ク
を
」
付
与

す
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
象
は
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
構
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成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
が
提
起
し
た
「
モ
ナ
ド
」
の
概
念
を
ご
く
お
お
ま
か
に
振
り
返
っ
て

お
く
な
ら
、
そ
れ
は
宇
宙
を
構
成
す
る
無
数
の
、
そ
し
て
こ
れ
以
上
分

割
で
き
な
い
「
個
体
的
実
体
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
個
」
で
あ
る
こ
と

を
構
成
す
る
生
命
の
原
理
と
も
言
え
よ
う
45

。
そ
う
し
た
モ
ナ
ド
の
概

念
を
、
歴
史
を
め
ぐ
る
思
考
に
当
て
は
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
過
去
に
起

き
た
―
つ
ひ
と
つ
の
出
来
事
、
あ
る
い
は
一
人
ひ
と
り
の
死
者
の
特
異

性
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
特

異
性
を
け
っ
し
て
実
体
化
し
な
い
。
彼
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め

の
覚
え
書
き
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
歴
史
の
対
象
を
、
歴

史
の
経
過
の
連
続
を
破
砕
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
、
対
象
の
モ
ナ
ド
的

構
造
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
0

(
中
略
〕
そ
し
て
、
そ
の
構
造
が

露
わ
に
な
る
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
歴
史
的
な
対
決
と
い
う
形
態
に
お

い
て
で
あ
る
。
こ
の
対
決
が
歴
史
的
対
象
の
内
部
を
（
ま
た
言
わ
ば
内

臓
を
）
形
づ
く
つ
て
い
て
、
そ
の
対
決
に
は
歴
史
に
お
け
る
力
と
関
心

の
総
体
が
、
更
新
さ
れ
た
規
模
で
加
わ
っ
て
ゆ
く
」
4
6
0

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
歴
史
の
対
象
」
と
し
て
の
「
モ
ナ
ド
」
を
、
「
対

決
」
を
含
む
形
象
と
考
え
る
際
に
、
出
来
事
や
死
者
の
特
異
性
を
、
想

起
と
と
も
に
更
新
さ
れ
な
が
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
も
の
と
見
て
い
よ

う
。
過
去
と
現
在
の
非
連
続
性
の
な
か
で
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
、

絶
え
ず
そ
の
特
異
性
に
お
い
て
想
起
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
媒
体
と

し
て
、
形
象
、
と
り
わ
け
「
弁
証
法
的
形
象
」
を
捉
え
る
た
め
に
、
彼

の
歴
史
哲
学
は
、
「
モ
ナ
ド
」
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

と
は
い
え
、
こ
の
「
個
体
的
実
体
」
の
概
念
に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
や
は
り
「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
的
実
体
が
お
の
お
の
の
仕
方

で
宇
宙
全
体
を
表
出
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
47

。
そ
れ
に
対
応
す

る
か
た
ち
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
の
形
象
の
一
っ

ひ
と
つ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
総
体
が
新
た
に
照
ら
し
出
さ

れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
触
れ
た
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」

の
第
十
七
テ
ー
ゼ
の
後
半
部
を
引
い
て
お
こ
う
。

史
的
唯
物
論
者
が
歴
史
の
対
象
に
近
づ
く
の
は
、
唯
一
そ
れ
が
こ

の
唯
物
論
者
に
対
し
て
モ
ナ
ド
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
き

だ
け
で
あ
る
。
唯
物
論
者
は
こ
の
構
造
の
う
ち
に
、
出
来
事
の
メ

シ
ア
的
静
止
の
徴
を
認
め
る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
抑
圧
さ
れ

て
き
た
過
去
の
た
め
の
闘
い
に
お
け
る
革
命
の
好
機
の
徴
を
認
め

る
の
だ
。
歴
史
的
唯
物
論
者
は
、
そ
の
好
機
を
察
知
す
る
と
、
歴

史
の
均
質
な
経
過
を
破
砕
し
て
、
あ
る
特
定
の
時
代
を
取
り
出
す
。

そ
う
し
て
今
度
は
、
生
涯
の
仕
事
か
ら
あ
る
特
定
の
作
品
を
取
り

出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
の
成
果
は
、
作
品
の
う
ち
に
生
涯
の
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仕
事
が
、
生
涯
の
う
ち
に
時
代
が
、
そ
し
て
時
代
の
う
ち
に
歴
史

の
全
経
過
が
保
存
さ
れ
、
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
歴

史
と
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
と
い
う
滋
養
豊
か
な
果
実
は
、
そ
の

内
奥
に
時
間
を
、
責
重
だ
が
旨
味
に
は
乏
し
い
種
子
と
し
て
宿
し

て
い
る
4
8
0

し
た
が
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
「
モ
ナ
ド
」
の
概

念
は
、
過
去
の
事
象
の
特
異
性
か
ら
歴
史
を
総
体
と
し
て
捉
え
直
す
回

路
を
開
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
「
モ
ナ
ド
」
を
取
り
出
す
た
め
に

は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
を
支
配
す
る
歴
史
の
連

続
を
断
ち
切
っ
て
、
個
々
の
「
特
定
の
作
品
」
に
至
る
ま
で
そ
の
内
部

に
深
く
分
け
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
破
壊
的
な
構
成
の
方
法
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
』
の
た
め
の
覚
え
書
き
に
お
い
て
は
、
分
割
な
い
し
切
断
の
技

法
と
も
捉
え
て
い
る
49

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
歴
史
の
物
語
が
隠

蔽
し
、
抑
圧
し
て
き
た
過
去
の
側
面
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
と
と
も

に
、
過
去
の
残
滓
か
ら
そ
の
歴
史
の
残
余
が
取
り
出
さ
れ
て
く
る
。
そ

し
て
、
彼
が
「
歴
史
の
屑
(
A
b
f
a

=
 
d
e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)

」
と
呼
ぶ
残
余
の

う
ち
に
、
「
モ
ナ
ド
」
の
構
造
を
見
届
け
て
い
く
破
壊
的
構
成
の
作
業

は
、
「
無
限
に
」
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
50
。
「
過
去
の

す
べ
て
が
歴
史
的
な
万
物
復
興
(
A
p
o
k
a
t
a
s
t
a
s
1
s
)

を
遂
げ
て
、
現
在
の

う
ち
に
取
り
戻
さ
れ
る
ま
で
」
51

。
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ギ
リ
シ

ア
教
父
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
救
済
論
的
な
概
念
「
万
物
復
興
」
を
用
い
る
こ

と
で
、
歴
史
を
構
成
す
る
具
体
的
な
作
業
が
、
全
面
的
な
救
済
へ
向
け

て
、
ま
た
そ
れ
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
個
の
形
象
を
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
構
成
す
る

こ
と
は
、
救
済
そ
の
も
の
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
全

面
的
な
救
済
が
「
メ
シ
ア
的
」
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
歴
史
的

世
界
に
お
け
る
不
可
能
性
に
お
い
て
要
請
さ
れ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

と
っ
て
「
真
の
普
遍
史
の
概
念
は
メ
シ
ア
的
な
も
の
で
あ
る
」
、

個
々
の
形
象
の
構
成
が
救
済
と
の
緊
張
関
係
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史

の
構
成
は
、
「
歴
史
主
義
」
に
見
ら
れ
る
ひ
と
続
き
の
物
語
の
た
め
の

恣
意
的
な
過
去
の
選
別
の
対
極
に
あ
る
52
。
歴
史
の
「
構
成
的
原
理
」
は
、

過
去
と
―
つ
の
布
置
の
下
で
遭
遇
す
る
「
非
随
意
的
想
起
」
の
瞬
間
を
、

過
去
の
「
認
識
が
可
能
に
な
る
今
」
と
し
て
、
か
つ
「
危
機
の
瞬
間
」

と
し
て
捉
え
、
そ
の
記
憶
を
、
「
か
つ
て
起
き
た
こ
と
は
、
歴
史
に
と
っ

て
何
ひ
と
つ
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
形
象
の
う
ち
に
救
い
出
し
て

い
く
、
恣
意
的
で
な
い
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
5
3
0

こ
の
救
出
す
る
認
識
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
過
去
の
痕
跡
の
解
読

と
し
て
遂
行
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
痕
跡
が
「
歴
史
の
屑
」
と
し
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て
過
去
と
の
断
絶
を
露
わ
に
す
る
姿
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

歴
史
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
そ
の
姿
に
、
想
起
の
手
が
か
り
と
な
る
「
歴

史
的
指
標
(
d
e
r
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
 I
n
d
e
x
)

」
を
見
届
け
る
の
だ
54

。
こ
う
し

て
痕
跡
の
物
質
的
な
相
貌
を
見
据
え
る
と
こ
ろ
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
唯

物
論
」
の
特
徴
の
一
端
が
表
わ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
「
唯

物
論
」
は
、
空
間
に
散
乱
す
る
物
と
化
し
た
過
去
の
残
滓
か
ら
、
想
起

を
転
換
さ
せ
、
歴
史
そ
の
も
の
を
反
転
さ
せ
な
が
ら
、
も
う
―
つ
の
歴

史
を
構
成
す
る
可
能
性
を
開
く
と
い
う
意
味
で
、
「
史
的
」
と
言
え
る
。

彼
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
の
覚
え
書
き
の
―
つ
で
、
そ
う
し
た

「
史
的
唯
物
論
の
基
礎
理
論
」
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

史
的
唯
物
論
の
基
礎
理
論
。
一
、
歴
史
の
対
象
と
は
、
こ
れ
に
関

す
る
認
識
が
そ
の
救
出
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
を
謂
う
。
二
、

歴
史
は
い
く
つ
も
の
形
象
に
分
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
く
つ
か

の
物
語
に
分
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
三
、
弁
証
法
的
な
過
程
が
遂

行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
モ
ナ
ド
を
相
手
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
四
、
唯
物
論
的
な
歴
史
記
述
に
は
、
進
歩
の
概

念
の
内
在
的
な
批
判
が
随
伴
し
て
い
る
。
五
、
史
的
唯
物
論
は
、

み
ず
か
ら
の
方
法
を
経
験
に
、
常
識
に
、
鋭
敏
さ
に
、
そ
し
て
弁

証
法
に
依
拠
さ
せ
て
い
る
。
（
モ
ナ
ド
に
つ
い
て
は

N

10a, 3
 〔す

で
に
引
用
し
た
、
「
歴
史
の
対
象
」
の
「
モ
ナ
ド
論
的
構
造
」
に

論
及
す
る
覚
え
書
き
〕
を
参
照
。
）
55

こ
こ
で
は
、
「
進
歩
」
の
過
程
に
批
判
的
に
介
入
し
つ
つ
、
そ
れ
を
切

断
す
る
か
た
ち
で
、
「
抑
圧
さ
れ
て
き
た
過
去
」
の
形
象
を
「
モ
ナ
ド
」

と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
「
史
的
唯
物
論
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
き
た
史

的
唯
物
論
を
、
こ
の
よ
う
な
救
出
と
し
て
の
歴
史
認
識
の
理
論
と
し
て

捉
え
返
そ
う
と
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
、
史
的
唯
物
論
の
革
命
的
な
潜
在
力
が
発
揮
さ
れ
う
る
と
考
え

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
潜
在
力
は
過
去
の
記
憶
に
宿
っ
て
お
り
、
形
象

を
媒
体
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
形
象
を
ど

の
よ
う
に
配
置
し
う
る
の
か
。
ま
た
、
形
象
の
配
置
に
も
と
づ
く
歴
史

叙
述
は
、
ま
さ
に
歴
史
の
構
成
と
し
て
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
提
示
さ

れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
の

覚
え
書
き
で
は
、
こ
の
問
い
に
、
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
な
い
し
「
文
学

的
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
の
概
念
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
よ
う
。
そ
の

際
、
映
画
に
お
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
技
法
に
準
え
る
か
た
ち
で
、
切

断
の
契
機
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
を
言
わ
ば
微
分
す
る
こ
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と
こ
れ
も
、
微
分
法
の
発
見
者
の
一
人
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら

影
響
を
受
け
た
発
想
と
言
え
よ
う
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

歴
史
を
構
成
す
る
際
に
は
、
ま
ず
「
微
小
な
個
別
的
契
機
の
分
析
に
よ
っ

て
出
来
事
全
体
の
結
晶
を
発
見
す
る
」
こ
と
が
重
要
な
の
だ
56
。
そ
し

て
、
こ
の
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
の
「
結
晶
」
ど
う
し
を
非
連
続
的
に

言
う
ま
で
も
な
く
、
窓
の
な
い
「
モ
ナ
ド
」
の
あ
い
だ
に
連
続

性
は
あ
り
え
な
い
配
置
し
て
い
く
な
か
に
、
現
在
に
至
る
歴
史

を
総
体
と
し
て
見
直
さ
せ
、
歴
史
そ
の
も
の
を
反
転
さ
せ
る
力
が
、
過

去
か
ら
発
揮
さ
れ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

>
。

r

つ
力『

パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た
め
に
記
さ
れ
た
方
法
論
的
な
覚
え
書
き
を

見
る
か
ぎ
り
、
歴
史
を
構
成
的
に
叙
述
す
る
方
法
と
し
て
の
「
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
」
の
理
論
は
、
充
分
に
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま
に
途
絶
し
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
は
、

形
象
を
媒
体
と
す
る
歴
史
の
非
連
続
的
な
構
成
の
可
能
性
へ
向
け
て
、

今
に
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
ま
で
辿
っ
て
き
た

第
N
節
形
象
に
お
け
る
歴
史
へ
の
展
望

彼
の
形
象
に
お
け
る
歴
史
の
構
成
の
理
論
は
、
「
非
随
意
的
想
起
」
の

瞬
間
を
捉
え
つ
つ
、
既
存
の
歴
史
の
連
続
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
抑
圧
さ
れ
て
き
た
過
去
」
の
記
憶
を
甦
ら
せ
る
と
と
も
に
、
こ
の
過

去
と
の
布
置
に
お
い
て
現
在
を
根
底
か
ら
見
直
さ
せ
る
よ
う
な
形
象
を

「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
考
察
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
形
象
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
連
続
的
な
も
の
で

し
か
あ
り
え
な
い
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
を
連
続
的
に
物
語
る

位
置
に
立
ち
え
な
い
「
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
の
伝
統
」
を
受
け

継
ぐ
こ
と
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
る
歴
史
の
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
課
題
を
今
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
歴
史
は
い
く
つ
も
の
形

象
に
分
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
物
語
に
分
か
れ
る
の
で
は

な
い
」
と
い
う
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
顧
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
言

葉
は
、
一
見
す
る
と
歴
史
が
物
語
で
あ
る
こ
と
を
根
本
的
に
否
定
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
第
三
テ
ー

ゼ
に
お
い
て
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
、
大
小
を
区
別
す
る
こ
と
な

く
物
語
る
年
代
記
作
者
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
必
ず
し

も
そ
う
と
は
言
え
な
い
57

。
「
物
語
作
者
」
を
は
じ
め
と
す
る
著
作
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
っ
ひ
と
つ
の
出
来
事
を
拾
い

上
げ
て
物
語
り
、
時
系
列
に
刻
印
し
て
い
く
年
代
記
に
対
し
て
は
、
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I論文 I形象における歴史 1

貫
し
て
肯
定
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
58

。
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
た

め
の
覚
え
書
き
の
―
つ
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
歴
史
を
書
く
」
と
は
、

そ
う
し
て
「
年
号
に
そ
の
顔
貌
を
与
え
る
こ
と
」
で
も
あ
る
の
だ
5
9
0

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
に
想
起
を
喚
起
す
る
形
象
の
性

格
を
具
え
た
歴
史
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
「
進
歩
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
「
均

質
で
空
虚
な
時
間
」
の
流
れ
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、

逆
に
そ
の
流
れ
を
な
ぞ
る
よ
う
な
物
語
は
、
過
去
の
抑
圧
を
強
め
る
神

話
と
し
て
、
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
物
語
に
対
す
る
態
度
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
破
壊
的
構
成
の
理
論
を
、
新
た
な
歴
史
の
概
念
へ
向
け
て
、

今
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
例
え
ば

サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
が
ど
こ
か

ら
、
誰
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
き
た
か
を
批
判
的
に
反
省
し
、
こ
れ
ま

で
歴
史
に
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
々
の
記
憶
を
拾
い
上
げ
る
理

路
を
探
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
歴
史
そ
の
も
の
を
捉
え
直
し
て
い
く
、
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
歴
史
研
究
の
可
能
性
を
切
り
開
く
の
に
も
生
か
さ

れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
60

。
従
来
の
歴
史
叙
述
な
い
し
歴
史
研
究
の
根

に
あ
る
植
民
地
主
義
と
親
和
的
な
人
種
主
義
を
問
い
た
だ
す
と
と
も

に
、
そ
れ
が
抑
圧
し
て
き
た
記
憶
を
今
に
呼
び
覚
ま
す
可
能
性
へ
向
け

て
、
想
起
の
媒
体
と
な
る
形
象
を
微
視
的
に
構
成
す
る
理
路
を
暗
示
す

る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
の
内
実
は
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
ら
れ
う
る

に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
実
証
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
に
し

て
も
、
痕
跡
の
解
読
を
つ
う
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ

れ
る
場
を
開
く
可
能
性
へ
向
け
て
捉
え
直
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、

従
来
の
歴
史
に
記
さ
れ
て
い
な
い
、
い
や
そ
れ
が
物
語
り
え
な
い
記
憶

を
伝
え
る
証
言
も
、
証
人
と
聴
き
手
の
あ
い
だ
に
想
起
の
場
を
開
く
行

為
と
し
て
残
念
な
が
ら
、
今
こ
れ
を
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
考
察
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
、
歴
史
に
記
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
歴
史

に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
て
き
た
者
た
ち
こ
れ
ら
「
抑
圧
さ
れ
た
者

た
ち
」
一
人
ひ
と
り
の
記
憶
か
ら
新
た
に
歴
史
を
構
成
す
る
こ

と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
見
え
る
ほ
ど
困
難
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

自
身
が
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
た
め
の
準
備
草
稿
に

記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
名
の
あ
る
人
々
の
記
憶
を
称
え
る
よ
り
も
、

名
も
な
き
者
の
記
憶
を
称
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
難
し
い
」
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
61

。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
「
歴
史
の
構
成

は
名
も
な
き
者
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
見
失
わ
な
い
こ
と

は
、
歴
史
の
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
は
ず
だ
。
と
り
わ
け
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
も
そ
の
初
期
の
展
開
に
直
面
し
て
い
た
「
歴
史
の
概
念
に

つ
い
て
」
は
、
そ
の
さ
な
か
に
書
か
れ
た
の
だ
第
二
次
世
界
大
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戦
が
、
死
の
収
容
所
に
よ
っ
て
人
間
性
そ
の
も
の
を
破
壊
し
、
原
子
爆

弾
に
よ
っ
て
生
命
の
根
幹
を
破
壊
す
る
か
た
ち
で
起
き
て
し
ま
っ
た

後
、
と
く
に
従
来
の
歴
史
叙
述
に
よ
っ
て
は
「
表
象
不
可
能
」
と
さ
れ

る
出
来
事
を
想
起
し
、
そ
れ
が
抹
殺
し
た
人
々
の
記
憶
を
今
に
刻
む
か

た
ち
で
歴
史
が
構
成
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
今
も
続
い
て
い
る
抑
圧

と
差
別
の
歴
史
が
、
そ
し
て
破
滅
的
な
「
進
歩
」
の
過
程
が
、
生
者
と

死
者
の
双
方
を
破
局
に
巻
き
込
み
な
が
ら
、
こ
の
ま
ま
続
く
だ
け
だ
ろ

スっ
し
た
が
っ
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
し
ば
し
ば
用
い
る
言
い
方
を

借
り
る
な
ら
、
想
起
の
場
を
開
く
か
た
ち
で
歴
史
を
構
成
す
る
と
い
う

不
可
能
な
こ
と
の
可
能
性
が
追
求
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
可
能
性

を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ア
ラ
イ
ダ
・
ア
ス
マ
ン
が
「
記
憶
の
芸
術
」

と
呼
ん
だ
、
過
去
の
出
来
事
と
呼
応
す
る
現
代
の
芸
術
に
目
を
向
け
る

こ
と
は
、
歴
史
の
構
成
へ
の
具
体
的
な
見
通
し
を
探
る
う
え
で
有
意
義

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
記
憶
の
芸
術
」
の
作
品
に
は
、
そ
れ
自
身

の
う
ち
に
緊
張
を
卒
み
な
が
ら
、
想
起
の
媒
体
と
し
て
の
形
象
の
性
格

を
示
す
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
62

。
例
え
ば
、
ジ
ー
ク
リ
ッ
ト
・
ジ

グ
ル
ド
ソ
ン
や
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
は
、
喪
失

を
自
己
自
身
の
う
ち
に
刻
む
と
同
時
に
、
文
書
な
い
し
文
字
、
あ
る
い

は
写
真
な
ど
の
形
態
で
、
死
者
の
痕
跡
を
取
り
出
し
、
変
形
さ
せ
な
が

ら
呈
示
す
る
こ
と
で
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
過
去
に
出
会
う
場
を
現
在
の

空
間
に
開
い
て
い
る
63

。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
刑
務
所
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
廃
墟
に
作
ら
れ
た
レ
ベ
ッ
カ
・
ホ
ル
ン
の
《
逆

向
き
の
コ
ン
サ
ー
ト
》
の
よ
う
な
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
五
感
の

す
べ
て
に
訴
え
る
か
た
ち
で
死
者
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
、
時
系
列
を
反

転
さ
せ
る
よ
う
な
想
起
を
触
発
す
る
に
ち
が
い
な
い
64

。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
感
性
的
な
想
起
を
喚
起
す
る
媒
体
と
な
る

形
象
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
「
記
憶
の
芸
術
」
の
作
品
を
媒
体
と
し
て
行
な

わ
れ
る
想
起
が
、
あ
く
ま
で
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
忘
れ
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
作
品
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
の
断
片
や
、
作
品
が
置
か
れ
て
い
る
歴
史
的
な
場
所
は
、
特
定

の
出
来
事
や
死
者
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
を
含
ん

だ
作
品
は
、
独
特
の
虚
構
性
に
お
い
て
芸
術
作
品
と
し
て
成
り
立
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
媒
介
す
る
想
起
は
、
基
本
的
に
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
、

過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
や
死
者
の
記
憶
を
今
に
呼
び
覚
ま
す
可
能
性
を
予

感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
続
け
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
個
の
虚
構
と

し
て
の
芸
術
作
品
の
内
的
な
強
度
は
、
出
来
事
の
内
実
を
直
接
に
伝
え

な
が
ら
、
そ
の
出
来
事
を
そ
の
特
異
性
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に

巻
き
込
ま
れ
た
死
者
を
、
そ
の
唯
一
性
に
お
い
て
想
起
す
る
可
能
性
を

42 



I論文 I形象における歴史 1

開
き
う
る
は
ず
だ
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
初
め
て
、

シ
ョ
ア
ー
や
原

爆
の
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
も
は
や
「
表
象
不
可
能
」
な
出
来

事
を
、
詩
を
含
む
文
学
作
品
が
想
起
さ
せ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ

か
ら
も
想
起
さ
せ
う
る
こ
と
を
考
え
う
る
に
ち
が
い
な
い
6
5
0

こ
の
よ
う
な
広
義
の
「
記
憶
の
芸
術
」
の
作
品
の
強
度
を
、
例
え
ば
、

テ
オ
ド
ー
ア

•
W
·
ア
ド
ル
ノ
が
「
美
学
理
論
』
で
提
起
し
て
い
る
芸

術
作
品
の
「
モ
ナ
ド
的
構
成

(die
monadologische K
o
n
sロ
tution)
」
か

ら
測
る
こ
と
が
で
き
よ
う
66

。
作
品
は
、
例
え
ば
ア
ド
ル
ノ
が
挙
げ
る

ア
ン
ト
ン
・
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
の
ほ
と
ん
ど
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
近
い
音
楽

作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
形
式
を
徹
底
的
に
凝
縮
さ
せ
、

ま
さ
に
「
モ
ナ
ド
」
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
た
形
態
を
示
し
て
こ
そ
、
作

品
は
自
己
の
外
部
の
世
界
を
、
そ
れ
を
覆
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
め
、

批
判
的
に
照
ら
し
出
せ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
「
記
憶
の
芸
術
」
の

作
品
も
、
ま
さ
に
作
品
と
し
て
自
己
を
凝
縮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
、
そ
の
記
憶
を
抑
圧
す
る
仕
組
み
と
と
も
に
浮

き
彫
り
に
す
る
力
を
発
揮
し
う
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
と
き
作
品
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
っ
た
「
モ
ナ
ド
」
に
も
近
い
一
個
の
形
象
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
い
よ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
想
起
の
働
き
が
従
来
の
「
表

象
」
の
限
界
を
越
え
て
拡
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
今
や
そ
の
可
能
性

を
抜
き
に
し
て
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
記
憶
の
芸
術
」
の
経
験
に
よ
っ
て
予
感
さ
れ
る
想
起

に
も
と
づ
く
歴
史
の
可
能
性
は
、
狭
義
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
痕
跡
の

解
読
を
つ
う
じ
て
実
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
惨
禍
を
か
ろ
う
じ
て

生
き
残
っ
た
者
の
心
身
に
残
り
続
け
る
傷
生
き
残
り
の
証
言
は
、

ま
さ
に
そ
の
傷
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
だ
も
含
め
た
過
去
の
痕
跡

と
向
き
合
い
、
出
来
事
が
唯
一
無
二
の
も
の
と
し
て
起
き
た
こ
と
を
浮

き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
出
来
事
が
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
現
在
を
照
ら
し
出
す
歴
史
の
叙
述
は
、
今
を
生
き
る
者
が
ア
イ
デ

ン
テ
イ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
し
て
き
た
「
歴
史
」
を
根
底
か
ら
問
い
た
だ

し
な
が
ら
、
想
起
を
喚
起
し
続
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

形
象
を
媒
体
と
し
て
歴
史
を
構
想
し
、
形
象
は
自
己
の
内
的
な
緊
張
に

よ
っ
て
「
モ
ナ
ド
」
へ
凝
縮
す
る
と
考
え
る
と
き
、
特
異
な
出
来
事
を

忘
却
に
抗
し
て
想
起
す
る
媒
体
を
構
成
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
歴
史

を
絶
え
ず
総
体
と
し
て
見
つ
め
直
し
て
い
く
道
筋
を
指
し
示
し
て
い
よ

う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
歴
史
哲
学
は
、
誰
も
が
晒
さ
れ
て
い
る
歴
史

の
過
程
に
抗
い
な
が
ら
、
新
た
な
歴
史
を
生
き
る
可
能
性
を
切
り
開
い

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
核
心
に
あ
る
形
象
の
破
壊
的
に
し
て
微

視
的
な
構
成
の
理
論
を
、
「
記
憶
の
芸
術
」
の
美
学
と
、
証
言
を
正
当

に
位
置
づ
け
る
歴
史
研
究
の
理
論
と
に
引
き
継
ぐ
の
が
、
歴
史
哲
学
、

す
な
わ
ち
歴
史
を
生
き
る
こ
と
を
問
う
哲
学
の
課
題
で
あ
る
6
7
0
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
は
、
彼
が
「
歴
史
の
屑
」
と
呼
ん
だ
、
「
進
歩
」

の
過
程
に
よ
っ
て
捨
て
去
ら
れ
た
も
の
の
残
滓
に
遭
遇
す
る
、
「
目
覚

め
」
と
し
て
の
想
起
の
経
験
を
出
発
点
と
し
て
、
「
何
も
の
も
放
棄
し

な
い
」
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
特
異
性
に
開
か
れ
た
歴
史
の
構
成
の
理

論
を
構
想
し
よ
う
と
し
て
い
る
68

。
彼
は
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
過
ぎ
去
っ

た
も
の
の
記
憶
を
形
象
の
う
ち
に
解
放
し
な
が
ら
、
破
局
の
連
続
と
し

て
の
歴
史
的
な
過
程
を
中
断
さ
せ
、
歴
史
そ
の
も
の
を
反
転
さ
せ
る
道

筋
を
探
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
の
道
筋
と
は
、
死
者
の
記
憶
と
と

も
に
生
き
残
っ
て
い
く
「
瓦
礫
を
縫
う
道
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

道
を
、
歴
史
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
考
察
を
つ
う
じ
て
、
歴
史
を
生
き

る
こ
と
の
う
ち
に
切
り
開
く
の
が
、
歴
史
哲
学
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ

う
。
過
去
の
忘
却
が
歴
史
修
正
主
義
と
も
連
動
し
つ
つ
進
行
す
る
な
か
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
過
程
で
途
方
も
な
い
破
局
を
現
出
さ
せ
た
暴
力
の

歴
史
と
科
学
技
術
の
「
進
歩
」
の
歴
史
が
、
今
な
お
続
い
て
い
る
ど
こ

ろ
か
、
新
た
に
生
あ
る
者
を
呑
み
込
も
う
と
し
て
い
る
状
況
を
見
据
え

な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
歴
史
の
残
余
か
ら
、
歴
史
そ
の
も
の
を
理
論
的
に

捉
え
直
す
こ
と
。
こ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
へ
の
問
い
を
、
今
歴
史

を
生
き
る
こ
と
へ
向
け
て
受
け
継
ぐ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1

こ
の
よ
う
に
、
形
象
自
体
に
つ
い
て
の
批
判
的
反
省
を
経
な
が
ら
展
開
さ
れ
る

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
形
象
の
思
考

(
B
i
l
d
d
e
n
k
e
n
)
」
が
、
お
の
ず
と
、
そ
れ
自
身

に
お
い
て
語
り
出
さ
れ
る
「
媒
体

(
M
e
d
i
u
m
ご
と
し
て
、
つ
ね
に
生
成
の
相

に
あ
る
言
語
そ
の
も
の
へ
の
洞
察
そ
れ
が
示
さ
れ
る
の
が
、
「
言
語
一
般

お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
(
-
九
一
六
年
成
立
）
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の

初
期
の
言
語
論
で
あ
る
に
も
と
づ
い
て
、
言
語
の
可
能
性
の
場
と
し
て
の

形
象
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
言
語
的
な
形
象
を
、
最
終
的
に

歴
史
の
媒
体
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
形

象
の
理
論
を
概
括
的
に
論
じ
た
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
形
象
の
理
論
仮
象
批
判
か
ら
記
憶
の
形
象
へ
」
、
形
象
論
研
究
会
編
『
形

象
』
第
一
号
、
二

0
一
六
年
―
―
一
月
。

2
 W

a
l
t
e
r
 B
e
n
1
a
m
m
,
 B
n
e
f
 a
n
 G
r
e
t
e
l
 A
d
o
r
n
o
,
 P
a
n
s
,
 E
n
d
e
 A
p
r
i
l
/
 A
n
f
a
n
g
 

M
a
i
 1
9
4
0
,
 in: 
G
e
.
r
a
m
隻芯
B
ミ
fe
B
d
.
 V
I
:
 
1
9
3
8
-
1
9
4
0
,
 F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 

M
a
i
n
:
 S
u
h
r
k
a
m
p
,
 2
0
0
0
,
 S. 
4
3
6
 

3
 L
o
e
.
 cit 

4
 W. B
e
n
1
a
m
m
,
 ≫
U
b
e
r
 d
e
n
 B
e
g
n
f
f
 d
e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
^
〈

,In
"
 
G
e
s
a
m
m
e
/
t
e
 

SL
苓
ミ
葛
(
G
J
)
B
d
.
I, 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
m
 "
 Su
h
r
k
a
m
p
,
 1
9
7
 4, S. 
702f. 

5
 I
d
e
m
,
 D
a
s
 Passa, 箋
'
W
e
r斧

in:
G
S
 Bd
.
 V, 1
9
8
2
,
 S. 
5
7
9
;
 S. 
5
9
6
.
 

6
 I
d
e
m
,
 ≫
O
b
e
r
 d
e
n
 B
e
g
r
i
f
f
 d
e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 ^̂乞
'
・
6
9
5
.

7
 Ibid., S. 
7
0
1
.
 

8
 I
d
e
m
,
 U
r
s
p
r
u
n
g
 de ,
 
,
 deutsc苓
n
T
r
a
、ter.¥
翌
[,, in: 
G
S
 Bd
.
 I, 
S. 
2
0
8
.
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9
 I
d
e
m
,
 ≫
D
e
r
 d
e
s
t
r
u
k
t
1
v
e
 C
h
a
r
a
k
t
e
r
 ^^
 
,
 
m
:
 G
S
 Bd
.
 IV, 1
9
7
2
,
 S. 
3
9
8
.
 

;:: 
I
d
e
m
,
 D
a
s
 Passa, 箋

'ugs. 
5
9
3
.
 

11
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
た
め
の
準
備
草
稿
の

―
つ
で
、
「
反
転
の
概
念
の
歴
史
哲
学
的
な
、
ま
た
政
治
的
な
射
程
」
を
一
っ

の
テ
ー
マ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

I
d
e
m
,
N
o
t
i
z
e
n
 u
n
d
 V
o
r
a
r
b
e
i
t
e
n
 z
u
 d
e
n
 

T
h
e
s
e
n
≫
O
b
e
r
 d
e
n
 B
e
g
r
i
f
f
 d
e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 ^^
 
,
 
i
n
:
<り
S
B
d
.
 I, 
S. 
1
2
3
2
.
 
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
い
て
「
表
象
の
全
様
式
と
全
形
式
の
反

転
」
と
し
て
語
ら
れ
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ

メ
ー
ル
一
八
日
』
な
ど
で
も
革
命
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
「
反
転
」
の
語

を
、
こ
こ
で
は
歴
史
そ
の
も
の
の
革
命
と
し
て
の
、
ま
た
救
済
と
し
て
の
反
転

と
し
て
解
釈
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
こ
の
語
を
論
じ
た
も

の
に
、
以
下
の
論
考
が
あ
る
。

Sigrid
W
e
i
g
e
l
,
 Entste/!te A

h
n
l
i
,
 裟
謎
i
.
Wミ
[er 

B
塁ミミ
‘‘iミ
5

[

姿
irヽ
E
忌
e
S
[
h
r
e
i
b
苫
匂
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
i
n
:
 Fischer, 1
9
9
7
,
 
S. 

7
0
f
.
 

12
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
に
関
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
手
で

完
結
さ
れ
た
決
定
稿
が
存
在
し
な
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
批
判
版
全

集
の
『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
編
者
註
釈
を
参
照
。

く、ミゞ
er
Ben;a, `
ミく、ミ
r谷
ミ
i
d
N
4
[さ
ゞ
rs.-
Krit苔
he
C
e
s
a
,
 `iさ
さ
箋
be
B
d
.
 1
9
:
 
U
b
e
r
 

含
B
羹
ミ
(
f
d
e
r
G
苔
迂
尽
笠
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b

g
 
n
 v
o
n
 G
e
r
a
r
d
 R
a
u
l
e
t
,
 Berlin: 

S
u
h
r
k
a
m
p
,
 2
0
1
0
,
 S. 
1
5
9
.
 

13
こ
の
「
記
憶
の
芸
術
」
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の
論
考
を
参
考

に
し
た
。

A
l
e
i
d
a
A
s
s
m
a
n
n
,
 E
r
z
n
n
e
r
u
n
g
s
r
a
u
m
e
:
 r
o
r
m
e
n
 u
n
d
 W
a
n
d苓
ngen
deJ・ 

嚢
苓
re]苓
G
e
昏
芍
苔
食
4
.
Aull., M
u
n
c
h
e
n
:
 B
e
c
k
,
 2
0
0
9
以
下
の
論
考
は
、

ア
ス
マ
ン
の
論
考
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
広
義
の
「
記
憶
ア
ー
ト
」
の
特
性

に
焦
点
を
絞
っ
て
美
学
的
考
察
を
深
化
さ
せ
て
い
る
。
香
川
檀
『
想
起
の
か
た

ち
記
憶
ア
ー
ト
の
歴
史
意
識
』
水
声
社
、
二

0
―
二
年
。

14
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
が
、
「
今
と
い
う
時

(Jetztzeit)
」
と
し
て
の
現
在

を
焦
点
と
し
、
現
在
の
認
識
へ
向
け
て
歴
史
自
体
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。

D
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 1
9
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15 
W
 
B
e
n
j
a
m
i
n
,
 ≫
O
b
e
r
 d
e
n
 B
e
g
r
i
f
f
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e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 ^^
 
,
 
s. 7
0
2
.
 

16 
Ibid., S. 
6
9
5
.
 

17 
Ibid., S. 7
0
2
.
 

18 
Ibid., S. 
6
9
5
.
 

19
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
」
の
た
め
の
覚
え
書
き
や
「
歴
史
の
概
念
に

つ
い
て
」
の
た
め
の
一
群
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
こ
で
「
回
想
」
と
訳
し

た
E
r
i
n
n
e
r
u
n
g
の
語
と
、
「
想
起
」
と
訳
し
た

E
i
n
g
e
d
e
n
k
e
n
の
語
と
を
、
厳

密
に
は
使
い
分
け
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
か
ら
受
け

継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
後
者
を
、
基
本
的
に
非
随
意
的
な
働
き
と
捉
え
、
こ
ち

ら
の
語
そ
れ
は
、
今
は
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

か
ら
、
一
般
的
な
E
r
i
n
n
e
r
u
n
g
の
語
の
含
意
す
る
働
き
を
捉
え
直
そ
う

と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
想
起
か
ら
歴
史
そ
の
も
の
を
捉
え

返
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
は
、
す
で
に
以
下
の
拙
著
で
も
論
及
し
て
い
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る
。
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
翻
訳
と
し
て
の
言
語
、
想
起
か
ら
の
歴

史
」
平
凡
社
、
二

0
一
四
年
。
ま
た
、
「
想
起
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

と
ブ
ロ
ッ
ホ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。
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ン
ヤ
ミ
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は
、
以
下
に
引
く
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
テ
ー
ゼ
の
た
め

の
準
備
草
稿
の
一
節
が
示
す
よ
う
に
、
歴
史
そ
の
も
の
を
、
こ
の
「
非
随
意
的

想
起
」
か
ら
捉
え
返
そ
う
と
し
て
い
る
。
「
認
識
が
可
能
に
な
る
今
に
閃
く
形
象

は
、
そ
の
規
定
か
ら
し
て
回
想
の
像
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
危
機
的
な
瞬
間
に
人

の
眼
前
に
立
ち
現
わ
れ
る
、
そ
の
人
自
身
の
過
去
の
形
象
に
似
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
形
象
は
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
非
随
意
的
に
到
来
す
る
。
歴
史
〔
記

述

H
i
s
t
o
r
i
e
〕
と
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
、
非
随
意
的
想
起
に
も
と
づ

v
―
つ
の
形
象
で
あ
り
、
こ
れ
が
危
機
的
な
瞬
間
に
歴
史
の
主
体
の
前
に
姿
を

現
わ
す
の
で
あ
る
」
。

Ibid.,
S. 
1
2
4
3
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 S. 
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9
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 目
覚
め
~
と
回
想
の
緊
密
な
関
係
を
、
「
目

覚
め
と
は
、
こ
れ
ま
で
夢
見
ら
れ
て
い
た
夢
が
瞬
間
的
に
意
識
に
到
来
す
る

こ
と
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
解
釈
す
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
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集
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を
、
十
九
世
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代
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「
時
代
の
夢

(
Nelt ,
 

t
r
a
u
m
)
」
と
解
釈
し
て
い
る
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Ibid.,
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4
9
1
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そ
こ
か
ら
の
目
覚
め
を
含
む
点

で
、
彼
の
考
え
る
想
起
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
無
意
志
的
記
憶
」
か
ら
区
別
さ

れ
よ
う
。
そ
し
て
、
「
集
団
の
夢
」
か
ら
の
目
覚
め
そ
れ
は
、
こ
の
集
団

の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
覚
醒
も
伴
っ
て
い
よ
う
こ
そ
が
、
従
来
の
歴

史
の
他
者
に
出
会
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
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進
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破
局
の
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け
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ら
な
い
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書
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元
型
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念
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見
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よ
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退
行
的
機
能
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う
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で
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ン
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よ
う
に
し
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

Ibid.,
S. 
5
8
9
;
 S. 6
0
8
.
 

30 
I
d
e
m
,
 D
a
s
 P
a
s
為
翠
U
ざ
食
s.
5
8
9
.
 

46 



臥幽心お衿り
1

盛淫―X濃

;;; 
Ibid., S. 

577. 

器
Ibid.,

S. 
491. 

箆
Ibid.,

S. 
4
9
5
 

苫
「

牛
岩

坦
:
g
/
*
嬌

Q,{;,
茶
＇
蘇

Q
(
怜
終
兵
心
＇
誕
担
祖
瑯
宕
や
廷

,/:fi
:,) 

*
縣

ゃ
¼le-.'"'

菜
以
部
炉
賓
→
拉

1]11嘩
や
埒
叩

0
Ibid., S. 

577. 

坦
'
'
(
;
、
ギ
,
,
,
;
、

Q
*
縣

縣
鈴
!2

(¥:, \
-
'
'
"
'
名
茶
「
眺
諾
初
~,t!.*

縣
」
や

¼le-.'

沢
廿
や
伶
心

J心
!.2-R.10(如

睾
▽
眺
玉
如

1恰
怜
渥

~--'J...J
ャ
,

~I'-
如

iK\\涯
゜

s.

Weigel, op. 
cit., 

S. 
60. 

,t!. ¥-< 
...J'fJ

り
や

l]IIIT•吋
麟
砕
,
'
(
;
'
¥
ギ
,
,
,
;
'
¥
茶
「
幽

獣
0
縣

4NQ,t!.~
以
」

Q,t!.~
〇

朔
華

辻
挺

ユ
令

不
庄

ヤ
心

(
W
Benjamin, 

Vorarberiten u
n
d
 Entwi.irfe 

fi.ir 
die T

h
e
s
e
n
≫
O
b
e
r
 d
e
n
 Begriff 

der 

Geschichte≪, S. 
1238) 

1'
ー
'
n
-
.

1'-isr 
;
'
¥
・
伶
ー
ト
ヤ

;'¥K""
ー

知
QI)噂

!.21]11IT令
＃
心
'
「

1
述
令
鬱
令
名
侭
全

(\,t!_令
0
如
諾
わ
」

"-6•>',/:fi眺
器
名
や
伶
心

り
4
岱
,
~
温
ヤ
心

~AA,;
茶
伶
心
へ
゜

I
述
令
幽

~!.2
混
ゃ
名
心

J--'J茶
,!::fi~(\

と
品

態
如

楽
垣

全
心

盤
忌

ぐ
王

1"',/:fi
全

以
'

*
娠

廷
弼

壬
1"'!,(lQ¥.<

全
ぷ
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ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
ア
ポ
ロ
分
割
」
は
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
『
博
物

誌
』
で
伝
え
る
「
ア
ペ
レ
ス
の
切
断

(
d
e
r
a
p
e
l
l
m
s
c
h
e
 S
c
h
n
m
)
」
の
読
み
違

い
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
無
意
味
な
語
で
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
こ
の
「
ア

ペ
レ
ス
の
切
断
」
を
さ
ら
に
、
限
り
な
い
破
壊
を
経
て
も
破
壊
さ
れ
え
な
い
残

余

と

く

に

「

人

間

」

と

い

う

残

余

を

見

い

だ

す

た

め

の

方

法

論

的

概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
パ

ウ
ロ
講
義
』
上
村
忠
男
訳
、
岩
波
書
店
、
二

0
0五
年
、
八
二
頁
以
下
参
照
。
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歴
史
の
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念
に
つ
い
て
」
の
た
め
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準
備
草
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に
お
い
て
も
、
「
メ
シ
ア
的
」
な
普
遍
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の
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遍
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物
語
作
者
ニ
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ラ
イ
・
レ
ス
コ
フ
の
作
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に
つ
い

て
の
考
察
」
に
お
い
て
、
「
年
代
記
作
者
は
、
歴
史
を
物
語
る
者
で
あ
る
」
と

述
べ
る
と
と
も
に
、
ヨ
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
の
「
思
い
が
け
な
い
再

会
」
に
お
け
る
年
代
記
的
叙
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を
、
自
然
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の
年
代
記
の
優
れ
た
例
と
し
て
取

り
上
げ
て
い
る
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の
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覚
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見
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62
例
え
ば
ア
ラ
イ
ダ
・
ア
ス
マ
ン
の
論
考
で
は
、
古
典
的
な
「
記
憶
術

(
G
e
d
a
c
h
t
n
i
s
k
u
n
s
t
)
」
の
伝
統
と
対
照
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
「
記
憶
の
芸
術
」

が
現
代
の
芸
術
家
の
作
品
の
う
ち
に
辿
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
ア
ー
カ
イ
ヴ
を

記
念
碑
的
に
模
倣
す
る
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
キ
ー
フ
ァ
ー
、
個
々
人
の
生
の
断
片
を

「
忘
却
の
漂
流
物
」
と
し
て
ア
ー
カ
イ
ヴ
化
す
る
ジ
ー
ク
リ
ッ
ト
・
ジ
グ
ル
ド
ソ

ン
、
文
化
的
記
憶
の
「
未
知
の
土
地
」
と
し
て
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
ポ

ワ
リ
エ
夫
妻
の
作
品
が
検
討
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

A
.
A
s
s
m
a
n
n
,
 op. 
cit., 
S. 

359ff. 

63
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
と
く
に
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
に
関
す
る
以
下
の
評
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言
を
参
照
。
「
見
え
な
い
過
去
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
『
徴
候
』
と
し
て
の
痕
跡
。

そ
れ
ら
を
『
採
取
』
す
る
こ
と
は
、
選
択
的
に
選
び
つ
つ
蒐
集
す
る
こ
と
で
あ
り
、

『
操
作
』
を
加
え
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
ア
ー
ト
と
し
て
加
工
し
、
配
列
・
構
成

し
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
そ
の
よ
う
に
し
て
、
記
憶
ア
ー
ト
は
、
文
化

が
は
ら
む
記
憶
の
潜
在
可
能
性
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
。
香
川
、
前

掲
書
、
八
八
頁
。

64
そ
れ
自
体
と
し
て
過
去
の
現
出
を
感
じ
さ
せ
る
薄
暗
い
刑
務
所
の
廃
墟
の
内
部

に
、
壁
面
を
つ
つ
く
ハ
ン
マ
ー
の
音
を
断
続
的
に
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

死
者
の
存
在
と
の
呼
応
を
感
じ
さ
せ
る
ホ
ル
ン
の
作
品
の
特
徴
を
、
香
川
檀
は
、

「
直
観
的
な
不
在
者
と
の
交
感
」
の
場
を
開
く
も
の
と
評
し
て
い
る
。
香
川
、
前

掲
書
、
二

0
一
頁
。

65
想
起
の
媒
体
と
な
る
形
象
を
、
視
覚
的
な
い
し
空
間
的
な
形
象
に
限
定
し
が
ち

な
「
記
憶
の
芸
術
」
に
関
す
る
現
在
の
議
論
の
構
成
の
下
で
は
、
例
え
ば
、
シ
ョ

ア
ー
や
原
爆
投
下
と
い
っ
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
表
象
不
可
能
な
出
来
事
の
、

従
来
の
歴
史
記
述
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
記
憶
を
、
詩
を
含
む
文
学
作
品

が
つ
ね
に
新
た
に
想
起
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
充
分
に
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
‘
―
つ
の
虚
構
の
世
界
を
創
り
出
す
よ
う
な
芸
術
的

創
造
に
よ
っ
て
出
来
事
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
す
る
芸
術
の
試
み
を
考
察
す
る

際
に
重
要
な
の
は
、
出
来
事
に
向
き
合
い
、
そ
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
す
る
な
か
で
、

芸
術
そ
の
も
の
が
表
現
の
可
能
性
を
拡
げ
る
そ
の
こ
と
に
は
、
パ
ウ
ル
・

ツ
ェ
ラ
ン
が
し
た
よ
う
に
、
沈
黙
に
言
葉
を
与
え
る
こ
と
も
含
ま
れ
よ
う

か
た
ち
で
変
貌
し
て
い
る
の
を
見
届
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
文
体

や
様
式
の
内
部
崩
壊
を
伴
う
か
た
ち
で
芸
術
が
生
成
し
、
そ
の
な
か
か
ら
作
品
が

創
造
さ
れ
る
の
に
触
れ
る
美
的
経
験
が
、
出
来
事
を
、
ま
さ
に
出
来
事
の
ま
ま

に
想
像
す
る
場
を
切
り
開
く
。
こ
の
こ
と
を
見
据
え
な
が
ら
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
、
そ
し
て
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
以
後
の
芸
術
の
可
能
性
を
美
学
的
に
探
究

し
、
さ
ら
に
そ
の
表
現
の
強
度
に
応
え
う
る
批
評
の
意
義
を
掘
り
下
げ
る
こ
と

も
、
歴
史
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
課
題
の
一
端
に
詩
学
の

次
元
で
取
り
組
ん
だ
拙
論
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ヒ

ロ
シ
マ
以
後
の
詩
の
変
貌
ー
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
と
原
民
喜
の
詩
を
中
心
に
」
、

原
爆
文
学
研
究
会
編
『
原
爆
文
学
研
究
』
第
一
四
号
、
二

0
一
五
年
一
―
一
月
、
所
収
。
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269. 
ア
ド
ル
ノ
の
『
美
学
理
論
』
に
お
け
る
「
モ
ナ
ド
」

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
か
ら
示
唆
を
得
た
。
高
安
啓
介
「
ア
ド
ル

ノ
美
学
に
お
け
る
形
象
の
問
題
」
、
前
掲
『
形
象
』
第
一
号
所
収
。

67
シ
ョ
ア
ー
の
生
き
残
り
の
証
言
の
検
討
を
つ
う
じ
て
歴
史
叙
述
の
あ
り
方
を
捉

え
直
す
試
み
と
し
て
、
こ
こ
で
は
以
下
の
論
考
を
挙
げ
て
お
く
。
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