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想
起
の
都
市
、
過
去
の
召
還

――
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
的
時
間
論
の
思
想
的
射
程
――

佐　

藤　

貴　

史

は
じ
め
に

か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
研
究
の
泰
斗
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（W

alte
r B

e
n

jam
in

, 1
8

9
2

―

1
9

4
0

）
を
「
世
俗
的
な
も
の
の
な
か
へ
漂
流
し
て
い
っ
た
ひ
と
り
の
神
学
者
）
1
（

」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取

る
か
と
い
う
問
題
は
、
畢
竟
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
解
釈
の
成
否
に
直
結
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
批
評
家
の
姿
を
と
り

な
が
ら
、
あ
た
か
も
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
学
者
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
の
語
彙
を
駆
使
し
な
が
ら
、
時
間
や
記
憶
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
語

り
を
残
し
て
い
る
。

本
稿
の
課
題
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
の
描
写
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
彼
が
〈
都
市
〉、〈
ベ
ル
リ
ン
〉、
そ
し
て

〈
ユ
ダ
ヤ
性
〉
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
、
記
憶
、
歴
史
、
時
間
な
ど
の
言
葉
と
つ
き
合
わ
せ
な
が
ら
考
え
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
（F

ran
z R

o
se

n
zw

e
ig

, 1
8

8
6

―1
9

2
9

）
や
ダ
ニ
エ
ル
・
リ

ベ
ス
キ
ン
ド
（D

an
ie

l L
ib

e
sk

in
d

, 1
9

4
6

―
）
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
二
〇
世
紀
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
に
お
け
る
〈
メ
シ
ア
的
時
間
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意
識
〉
と
も
呼
べ
る
特
異
な
時
間
論
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
）
2
（

。
先
に
あ
げ
た
三
人
の
思
想
家
の
う
ち
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
だ
け
い
く
ぶ

ん
時
代
が
離
れ
て
い
る
が
、
建
築
家
と
し
て
の
彼
の
思
想
は
ベ
ル
リ
ン
・
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
建
設
や
各
種
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
二
〇
世
紀
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
に
お
け
る
記
憶
の
問
題
に
深
く
棹
さ
し
て
お
り
、
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
き
わ
め
て
示
唆
的
な
人
物
で

あ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
思
想
の
な
か
に
分
け
入
る
前
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
生
き
た
時
代
を
簡
単
に
振
り

返
っ
て
お
こ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
ま
ま
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
建
設
の
意
図
や
そ
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
も
接
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
3
（

。

一　

瓦
解
す
る
世
界
と
理
性
賛
歌

二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
の
思
想
的
見
取
り
図
を
描
く
と
き
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
、
そ
し
て
そ
の
前
後
に
生
じ
た
世
代
間
対
立

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
一
八
九
〇
年
代
と
一
九
〇
五
年
前
後
と
い
う
二
つ
の
年
代
に
注
目
し
て

い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
〇
年
代
に
知
的
成
年
期
に
達
し
た
世
代
に
は
、
例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax
 W

e
b

e
r, 1

8
6

4

―

1
9

2
0

）
や
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（S

ig
m

u
n

d
 F

re
u

d
, 1

8
5

6

―1
9

3
9

）
が
属
し
て
お
り
）
4
（

、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
名
簿
に
エ
ル
ン
ス

ト
・
ト
レ
ル
チ
（E

rn
st T

ro
e

ltsch
, 1

8
6

5

―1
9

2
3

）
や
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（E

d
m

u
n

d
 H

u
sse

rl, 1
8

5
9

―1
9

3
8

）
を
付
け
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
〇
五
年
の
世
代
に
は
具
体
的
に
名
前
は
あ
が
っ
て
い
な
い
が
、
一
八
八
六
年
生
ま
れ
の
ロ
ー
ゼ
ン
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
や
一
八
九
二
年
生
ま
れ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
「
一
八
九
〇
年
代
に
知

的
成
年
期
に
達
し
た
世
代
と
こ
の
新
し
い
世
代
と
を
も
っ
と
も
シ
ャ
ー
プ
に
区
別
す
る
も
の
は
、
こ
の
戦
争
に
お
い
て
軍
務
に
つ
く
こ
と
に
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な
る
か
ど
う
か
と
い
う
予
想
で
あ
っ
た
）
5
（

」
と
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
八
九
〇
年
の
世
代
は
年
を
と
り
過
ぎ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
軍
務
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
世
代
で
あ
る
ロ
ー
ゼ
ン

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
前
線
に
派
兵
さ
れ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
病
気
を
偽
り
徴
兵
か
ら
逃
れ
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
は
一
八
九
〇

年
世
代
の
戦
争
で
は
な
く
、
彼
ら
の
「
息
子
た
ち
の
戦
争
）
6
（

」
で
あ
っ
た
。
両
世
代
の
あ
い
だ
に
あ
る
大
き
な
溝
は
、「
一
八
九
〇
年
代
の
著

作
家
た
ち
が
あ
え
て
自
制
心
を
も
っ
て
理
性
の
可
能
性
に
疑
問
を
提
出
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
〇
五
年
の
青
年
た
ち
は

公
然
た
る
非
合
理
主
義
者
、
さ
ら
に
は
反
合
理
主
義
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
7
（

」
こ
と
に
あ
っ
た
。「
若
い
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
先
輩
た
ち
の

上
品
な
超
然
的
態
度
に
は
も
は
や
満
足
し
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ど
こ
に
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
理
想
を
求
め
、
信
仰
を
求
め
て
い
た
の
で

あ
る
）
8
（

」。
類
似
し
た
世
代
類
型
を
デ
ー
ト
レ
フ
・
ポ
イ
カ
ー
ト
も
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ズ
の
一
八
九
〇
年
世
代
に
対
応
す
る
の
が
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

二
世
と
同
年
輩
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
世
代
」
で
あ
り
、
一
九
〇
五
年
前
後
の
世
代
に
対
応
す
る
の
が
「
一
九
世
紀
の
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
に

生
ま
れ
た
フ
ロ
ン
ト
世
代
」
で
あ
る
）
9
（

。
ポ
イ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
ン
ト
世
代
は
「
彼
ら
の
青
春
時
代
を
世
紀
の
転
換
前
と
転
換
期
に
す

ご
し
、
好
況
の
晴
れ
や
か
な
気
分
も
、
戦
争
前
の
将
来
へ
の
不
安
も
感
じ
て
い
た
。
彼
ら
の
う
ち
男
性
は
、
も
っ
と
も
多
く
、
そ
し
て
も
っ

と
も
長
く
フ
ロ
ン
ト
に
駆
り
出
さ
れ
た
生
ま
れ
年
に
属
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
特
別
な
意
味
に
お
い
て
フ
ロ
ン
ト
世
代
で
あ
る
）
10
（

」。
二
〇
年

代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
文
化
を
代
表
す
る
多
く
の
人
物
も
こ
の
世
代
に
属
し
て
い
た
。

「
一
九
〇
五
年
世
代
」
と
呼
ぼ
う
が
、
あ
る
い
は
「
フ
ロ
ン
ト
世
代
」
と
名
づ
け
よ
う
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
共
通
し
て
い
た
の
は
、
そ
の

父
親
世
代
が
保
持
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
理
性
や
人
間
性
（
と
い
う
虚
構
）
に
対
す
る
最
後
の
賭
け
に
も
似
た
信
仰
へ
の
反
逆
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
ナ
チ
ス
の
足
音
が
鳴
り
響
い
て
い
る
一
九
三
五
年
に
あ
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
そ
の
故
郷
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア

に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
。
彼
は
あ
る
講
演
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。「
個
々
の
国
家
お
よ
び
個
々
の
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の

目テ
ロ
ス的

を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
の
精
神
的
目テ

ロ
ス的

と
は
、
無
限
な
も
の
の
う
ち
に
存
し
、
全
体
的
な
精
神
的
生
成
が
、
い
わ
ば
秘
か
に
到
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達
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
無
限
な
理
念
で
あ
る
）
11
（

」。「
我
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
性
に
は
完エ
ン
テ
レ
ヒ
ー

成
態
――
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
形
態
の
変
化

を
一
貫
し
て
支
配
し
、
こ
の
諸
形
態
の
変
化
に
、
永
遠
の
極
と
し
て
の
理
想
的
な
生
活
形
態
や
存
在
形
態
へ
と
向
か
う
展
開
の
意
味
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
――
と
い
う
も
の
が
、
固
有
に
備
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
と
っ
て
い
る
の
だ
）
12
（

」。
露
骨
な
ま
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
が
こ
の
講
演
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
最
後
に
彼
は
高
ら
か
に
こ
う
宣
言
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

い
う
概
念
は
、
無
限
な
理
性
目
的
の
示
す
歴
史
的
目
的
論
と
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
13
（

」。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て

「
自
然
主
義
」
や
「
野
蛮
」
に
転
落
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
さ
れ
た
道
は
、「
理
性
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
」
に
よ
る
再
生
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
）
14
（

。第
一
次
世
界
大
戦
、
そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
の
登
場
を
前
に
し
て
瓦
解
せ
ん
と
す
る
世
界
の
う
ち
で
、
理
性
へ
の
楽
観
的
な
信
仰
に
冷
や
水
を

浴
び
せ
た
の
が
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
世
代
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
す
ぐ
れ
て
神
秘
主
義
的
な
語
彙
で
も
っ
て
日
常
経
験

の
な
か
に
メ
シ
ア
的
時
間
へ
の
門
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
危
機
の
只
中
に
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ド
イ
ツ
の
状
況
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ

人
と
い
う
意
識
が
彼
ら
に
類
ま
れ
な
思
想
を
与
え
た
と
考
え
て
も
何
ら
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

二　

記
憶
を
「
引
用
」
す
る
こ
と

（
1
）
意
図
的
な
想
起

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
は
彼
と
ベ
ル
リ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
綴
っ
た
二
つ
の
興
味
深
い
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
一
つ
は
「
ベ
ル
リ
ン
年
代
記
」、

も
う
一
つ
は
「
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」（
以
下
、「
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」
と
略
す
）
で
あ
る
。
両
者
の
テ
ク
ス
ト
が
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い
つ
書
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
る
の
か
と
い
う
複
雑
な
事
情
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ベ
ル
リ
ン
の
関
係
、
も
っ
と
い
え
ば
彼
に
と
っ
て
の
想
起
の
都
市
で
あ
る
ベ
ル
リ

ン
が
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
思
想
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
一
つ
断
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
奇
妙
な
い
い
方
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
ベ
ル
リ
ン
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
幼
年
時

代
や
彼
の
周
り
に
い
た
人
々
と
思
わ
れ
る
状
況
を
描
い
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
自
伝
や
思
い
出
の
類
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
い
出
を
綴
っ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
う
で
は
な
い
テ
ク
ス
ト
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
ず
に
彼
の
テ

ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
行
為
に
等
し
い
と
い
え
よ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」
の
最
終
稿
に
付
さ
れ
た
序
文
で
自
ら
が
生
ま
れ
育
っ
た
都
市
ベ
ル
リ
ン
に
永
遠
の
別
れ
を

告
げ
る
時
が
す
ぐ
に
や
っ
て
き
そ
う
な
こ
と
を
予
感
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
う
思
っ
た
時
期
を
一
九
三
二
年
と

し
て
い
る
）。

そ
れ
以
前
に
私
は
、
自
分
の
内
面
生
活
で
、
予
防
接
種
と
い
う
方
法
が
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
い
く
ど
か
経
験
し

て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
状
況
に
お
い
て
も
、
私
は
そ
の
方
法
を
拠
り
所
と
し
て
、
亡
命
生
活
に
お
い
て
は
い
つ
も
も
っ
と
も

強
く
郷
愁
を
呼
び
覚
ま
す
イ
メ
ー
ジ
――
幼
年
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
――
を
、
意
図
的
に
私
の
内
部
に
呼
び
起
こ
し

た
。）15
（

　

「
幼
年
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、「
大
都
市
の
経
験
が
市ブ
ル
ジ
ョ
ア民
階
級
の
あ
る
ひ
と
り
の
子
供
の
姿
を
と

り
つ
つ
沈
殿
し
て
い
る
）
16
（

」
イ
メ
ー
ジ
と
い
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
沈
殿
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
「
伝
記
的
な
相
貌
」
で
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
い
え
ば
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
内
部
に
は
「
の
ち
の
時
代
の
歴
史
的
な
経
験
を
前
成
〔
胚
子
の
な
か
で
前
も
っ
て
形
成
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す
る
こ
と
を
い
う
〕
し
う
る
も
の
）
17
（

」
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
告
白
し
、
彼
は
続
け
て
こ
う
書
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
――
そ
う
私
は
希
望
す
る
の
だ
が
――
こ
こ
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
人
物
が
、

そ
の
幼
年
時
代
に
恵
み
与
え
ら
れ
て
い
た
庇
護
さ
れ
た
安
ら
か
さ
を
、
の
ち
に
ど
れ
ほ
ど
深
く
断
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か

が
、
充
分
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
）
18
（

。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
幼
年
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
単
な
る
「
憧
憬
の
感
情
」
に
変
容
し
、
自
分
を
捕
ら
え
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

視
線
を
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
偶
然
的
、
伝
記
的
な
回
復
不
可
能
性
」
で
は
な
く
、「
そ
の
必
然
的
、
社
会
的
な
回
復
不
可
能
性
」
に
向
け

よ
う
と
し
た
）
19
（

。
過
ぎ
去
っ
た
ベ
ル
リ
ン
の
風
景
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
回
復
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
に
か
つ
て
一
時

的
で
は
あ
っ
て
も
存
在
し
た
「
安
ら
か
さ
」
は
断
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
充
分
承
知
し
て
い

る
。
し
か
し
、
彼
は
同
時
に
こ
う
記
し
て
い
た
。「
亡
命
生
活
に
お
い
て
は
い
つ
も
最
も
強
く
郷
愁
を
呼
び
覚
ま
す
イ
メ
ー
ジ
――
幼
年
時

代
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
――
を
、
意
図
的
に
私
の
内
部
に
呼
び
起
こ
し
た
」。「
伝
記
的
な
相
貌
」
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
そ
ぎ
落
と
し
な
が

ら
も
、「
大
都
市
の
経
験
が
市
民
階
級
の
あ
る
ひ
と
り
の
子
供
の
姿
を
と
り
つ
つ
沈
殿
し
て
い
る
」
イ
メ
ー
ジ
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
は
で
き

る
と
い
う
。
し
か
し
、
本
当
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
意
図
的
に
」
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
重
要
だ
な
ど
と
考
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

（
2
）
意
志
に
よ
ら
な
い
想
起

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
埋
も
れ
た
自
分
の
過
去
に
近
づ
こ
う
と
努
め
る
者
は
、
発
掘
す
る
男
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
）
20
（

」
と
い
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う
。
そ
の
男
の
作
業
こ
そ
、
発
掘
作
業
と
し
て
の
「
想
起
」
で
あ
る
。

真
の
想
起
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
事
実
関
係
に
何
度
も
繰
り
返
し
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
お
そ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
土
を
撒
く
よ

う
に
そ
の
事
実
関
係
を
撒
き
散
ら
し
、
大
地
を
掘
り
返
す
よ
う
に
そ
れ
を
掘
り
返
す
こ
と
を
お
そ
れ
て
は
な
ら
な
い
）
21
（

。

「
土
を
撒
く
よ
う
に
そ
の
事
実
関
係
を
撒
き
散
ら
す
」
と
は
実
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
表
現
で
あ
る
。
固
定
化
さ
れ
た
事
実
関
係
は
つ
ね
に

解
体
の
渦
の
な
か
に
引
き
入
れ
ら
れ
、
あ
ち
こ
ち
に
撒
き
散
ら
か
さ
れ
る
。
そ
の
ど
こ
に
飛
ん
で
い
く
か
わ
か
ら
な
い
撒
き
散
ら
し
方
に
、

こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
が
顕
現
す
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
事
実
関
係
を
「
暗
い
地
中
を
ま
さ
ぐ
る

よ
う
な
慎
重
な
ス
コ
ッ
プ
の
使
い
方
」
で
掘
り
起
こ
す
と
、
そ
こ
か
ら
「
地
中
に
隠
れ
て
い
る
真
に
価
値
あ
る
も
の
を
確
定
す
る
、
あ
の
イ

メ
ー
ジ
」
を
取
り
出
せ
る
）
22
（

。
そ
う
し
て
発
掘
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
と
わ
り
つ
い
た
土
を
振
る
い
落
と
す
か
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
意
味

が
吹
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
な
表
現
も
用
い
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
関
連
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
――
ち
ょ
う
ど
収
集
家
の
陳
列
室
に
置
か
れ
た
断
片

や
ト
ル
ソ
の
よ
う
に
――
わ
た
し
た
ち
の
未
来
の
認
識
と
い
う
醒
め
た
部
屋
に
置
か
れ
る
貴
重
品
と
な
る
の
だ
。）23
（

　

傍
点
を
付
し
た
部
分
（「
わ
た
し
た
ち
の
未
来
の
認
識
と
い
う
醒
め
た
部
屋
に
置
か
れ
る
貴
重
品
と
な
る
の
だ
」）
は
後
か
ら
論
じ
る
と
し

て
、
前
半
の
「
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
連
関
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
」
と
は
、
い
い
換
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
折
り
重
な
っ
た
事
実
関
係
の
な
か
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
た
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
発
掘
者
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ

る
。
こ
れ
と
同
じ
事
態
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
別
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
引
用
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
「
あ
る
テ
ク
ス
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ト
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
連
関
を
中
断
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
、「
引
用
の
根
底
に
あ
る
の
は

中
断
で
あ
る
）
24
（

」。「
亡
命
生
活
に
お
い
て
は
い
つ
も
も
っ
と
も
強
く
郷
愁
を
呼
び
覚
ま
す
」「
幼
年
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
、

過
去
か
ら
続
く
経
験
の
連
鎖
を
一
度
中
断
し
て
、
記
憶
の
な
か
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
経
験
の
「
中
断
」
と
記
憶
の
「
引
用
」
は
、
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
危
機
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
時
に
突
如
と
し
て
生
じ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
彼
が
永
久
の
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
ベ
ル
リ
ン
が
、
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
に
何
と
も
い
え
な
い
性
格
を
与
え

る
の
で
あ
っ
た
。

飾
り
気
が
な
く
騒
音
に
あ
ふ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
、
労
働
の
都
市
、
商
業
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
は
、
他
の
多
く
の
都
会
に
劣
ら
ず
、

む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
都
会
が
死
者
た
ち
を
証
し
し
、
死
者
た
ち
で
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
所
と
瞬
間
が
あ
る
。

こ
う
し
た
瞬
間
と
場
所
に
対
す
る
お
ぼ
ろ
げ
な
感
覚
が
、
お
そ
ら
く
他
の
何
物
に
も
ま
し
て
、
幼
年
時
代
の
思
い
出
に
、
ち
ょ

う
ど
半
ば
忘
れ
か
け
て
い
た
夢
の
よ
う
に
、
な
か
な
か
捉
え
が
た
い
け
れ
ど
も
同
時
に
誘
惑
的
で
胸
苦
し
い
よ
う
な
性
質
を
与

え
る
の
で
あ
ろ
う
）
25
（

。

ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
「
死
者
た
ち
を
証
し
し
、
死
者
た
ち
で
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
所
と
瞬
間
」
と
は
、
の
ち
に
語
る
リ
ベ
ス
キ
ン

ド
の
問
題
圏
に
も
つ
な
が
る
言
葉
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
記
憶
と
し
て
の
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
は
意
図
し
て
自
分
の
内
部
に
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
な
く
、
都
市
ベ
ル
リ
ン
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
時
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
予
感
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
幼
年
時
代
を
掘
り
起

こ
さ
せ
、
意
味
連
関
を
中
断
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
用
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。『
ベ
ル
リ
ン
年
代
記
』
の
な
か
で
は

「
思
い
出
と
は
本
来
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
う
ち
に
果
て
し
も
な
く
書
き
込
み
を
加
え
て
ゆ
く
能
力
）
26
（

」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
書
き
込
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み
を
誘
発
し
た
の
は
根
本
的
に
は
自
ら
の
想
起
と
い
う
能
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ヒ
ト
ラ
ー
を
目
前
に
し
た
危
機
の
認
識
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
「
意
志
に
よ
ら
な
い
想
起
）
27
（

」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
性
に
深
く
根
ざ
し
た
問
題
で
あ
る
。
ま
た
発
掘
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、

「
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
関
連
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
…
…
わ
た
し
た
ち
の
未
来
の
認
識
と
い
う
醒
め
た
部
屋
に
置
か
れ
る
貴
重
品
と
な
る
と
い
う
」

表
現
も
同
様
で
あ
る
。
過
去
は
突
如
と
し
て
召
還
さ
れ
る
。

次
に
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
問
い
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
的
遺
言
で
あ
り
、
彼
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
が
充
満
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
と
関
連
づ
け
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

三　

時
間
意
識
の
撹
乱
と
方
向
感
覚
の
喪
失

い
く
つ
も
の
謎
め
い
た
断
片
的
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
第
五
テ
ー
ゼ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

過
去
の
真
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
っ
と
か
す
め
過
ぎ
て
い
く
。
過
去
は
、
そ
れ
が
認
識
可
能
と
な
る
刹
那
に
一
瞬
ひ
ら
め
き
も
う
二

度
と
立
ち
現
わ
れ
は
し
な
い
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
し
か
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
28
（

。

真
の
過
去
は
瞬
時
に
過
ぎ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
準
備
の
整
っ
て
い
な
い
人
間
の
働
き
で
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
な
い
。「
危
機
の
瞬
間

に
お
い
て
歴
史
的
主
体
に
思
い
が
け
ず
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
保
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
）
29
（

」
と

い
わ
れ
て
い
る
。「
思
い
が
け
ず
」
と
い
う
表
現
が
人
間
の
手
に
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
真
の
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
の
顕
現
を
示
し
て
お



343 想起の都市、過去の召還

り
、
も
し
そ
れ
が
想
起
と
い
う
手
段
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
意
志
に
よ
ら
な
い
想
起
」
あ
る
い
は
「
危
機
の
瞬
間
に
ひ
ら
め
く

よ
う
な
想
起
）
30
（

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
想
起
」
は
「
危
機
の
瞬
間
」
で
あ
る
〈
現
在
〉
に
お
い
て
生

じ
る
。
い
や
、
も
っ
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
現
在
時
」（Je

tztze
it

）
と
呼
ば
れ
る
異
質
な
現
在
の
時
間
で
あ
る
。
そ
の
時
、
過
去
は
「
歴
史

の
連
続
」
を
打
ち
砕
い
て
こ
じ
開
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
在
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
の
「
虎
の
跳
躍
」
が
行
わ
れ
る
瞬
間
に
変
容
す
る
の

で
あ
る
）
31
（

。

単
な
る
移
行
点
で
は
な
い
〈
現
在
〉
に
お
い
て
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
は
呼
び
起
こ
さ
れ
、
も
し
か
し
た
ら
新
し
い
意
味
が
果
て
し
も
な
く

書
き
込
ま
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
過
去
は
現
在
と
「
あ
る
秘
密
の
約
束
）
32
（

」
を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
れ
わ
れ
が

〈
今
〉
耳
を
傾
け
て
い
る
声
の
な
か
に
、〈
す
で
に
〉
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
声
が
静
か
に
こ
だ
ま
し
て
い
る
。
し
か
し
過
去
が
新
た
に
召

還
さ
れ
る
と
同
時
に
、
過
去
は
現
在
を
飛
び
越
え
て
、
未
来
を
予
感
さ
せ
て
も
い
る
。
最
初
に
わ
れ
わ
れ
は
「
大
都
市
の
経
験
が
市
民
階
級

の
あ
る
ひ
と
り
の
子
供
の
姿
を
と
り
つ
つ
沈
殿
し
て
い
る
」
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
内
部
で
は
の
ち
の
時
代
の

歴
史
的
経
験
が
前
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
い
っ
た
。
た
と
え
そ
れ
が
深
い
断
念
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
偽
メ
シ
ア

の
到
来
で
あ
っ
て
も
、「
過
去
は
あ
る
秘
め
ら
れ
た
索
引
を
伴
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
過
去
に
、
救
済
（
解
放
）
へ
の
道
を
指
示
し
て
い
る
）
33
（

」。

「
か
す
か
な
メ
シ
ア
的
な
力
」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
過
去
の
う
ち
に
前
も
っ
て
断
念
や
絶
望
が
形
成
さ
れ
て
い
て
も
、
期
待

を
担
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
う
も
い
わ
れ
て
い
た
。「
地
中
に
隠
れ
て
い
る
真
に
価
値
あ
る
も
の
を
確
定
す
る
、
あ

の
イ
メ
ー
ジ
」
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
未
来
の
認
識
と
い
う
醒
め
た
部
屋
に
置
か
れ
る
貴
重
品
と
な
る
の
だ
」
と
）
34
（

。
危
機
の
瞬
間
に
お
い
て

意
図
さ
れ
ず
想
起
さ
れ
た
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
メ
シ
ア
的
な
時
間
の
か
け
ら
が
混
じ
り
こ
ん
で
い
る
〈
現
在
時
）
35
（

〉」
と
の
状コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン

況
布
置
を

築
く
だ
け
で
な
く
、
未
来
を
認
識
す
る
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
る
。「
未
来
の
認
識
と
い
う
醒
め
た
部
屋
」
に
置
か
れ
、「
救
済
（
解
放
）
へ

の
道
」
を
指
示
す
る
過
去
と
そ
の
索
引
――
あ
え
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
が
現
在
に
お
い
て
想
起
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
在
を

越
え
て
未
来
に
先
回
り
し
て
い
く
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
沈
殿
し
た
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
は
の
ち
の
歴
史
的
経
験
が
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前
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
未
来
を
探
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
そ

れ
で
も
な
お
未
来
を
純
粋
な
可
能
性
と
し
て
待
望
す
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。「
未
来
の
ど
の
瞬
間
も
、
メ
シ
ア
が
そ
れ
を
潜
り
抜
け
て

や
っ
て
く
る
可
能
性
の
あ
る
、
小
さ
な
門
）
36
（

」
で
あ
る
こ
と
に
賭
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
過
去
も
現
在

も
、
そ
し
て
未
来
も
連
続
的
な
時
間
形
式
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。「
現
在
時
」
に
お
い
て
過
去
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
し
て

救
済
す
る
か
と
思
え
ば
、
過
去
は
現
在
を
飛
び
越
え
未
来
を
指
示
し
、
そ
の
未
来
は
「
メ
シ
ア
的
時
間
の
か
け
ら
」
と
し
て
す
で
に
「
現

在
」
に
混
じ
り
こ
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
脱
形
式
化
さ
れ
た
時
間
の
な
か
で
跳
躍
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
行
わ
れ
る
。
い
や
、
こ
の
よ
う
な
跳

躍
が
起
き
る
の
は
時
間
の
な
か
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
都
市
の
な
か
で
道
に
迷
っ
た
時
、
そ
こ
も
跳
躍
の
可
能
性
に
満
ち
た
場
所
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。

あ
る
都
市
で
道
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
森
の
な
か
で
道
に
迷
う
よ
う
に
都
市
の
な

か
で
道
に
迷
う
に
は
、
習
練
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
、
通
り
の
名
が
、
枯
れ
枝
が
ポ
キ
ッ
と
折
れ
る
あ
の
音
の
よ
う
に
、
迷
い

歩
く
者
に
語
り
か
け
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
旧
都
心
部
の
小
路
は
彼
に
、
山
あ
い
の
谷
筋
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
、
一

日
の
時
の
移
ろ
い
を
映
し
出
し
て
く
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
37
（

。

熟
知
し
て
い
る
都
市
で
道
に
迷
う
に
は
習
練
が
必
要
だ
、
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
い
う
。
突
然
迷
宮
の
よ
う
に
様
変
わ
り
し
た
都
市
の
な
か
で

道
に
迷
っ
た
時
、「
枯
れ
枝
が
ポ
キ
ッ
と
折
れ
る
あ
の
音
の
よ
う
に
」
語
り
か
け
て
く
る
通
り
の
名
は
、
ど
こ
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
「
旧
都
心
部
の
小
路
は
…
…
一
日
の
時
の
移
ろ
い
を
映
し
出
し
て
く
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
一
日
の
時
の
移
ろ

い
」
と
は
、
文
字
通
り
「
一
日
」
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
ら
の
記
憶
も
薄
れ
て
し
ま
い
、
本
当
に
見
た
か
ど
う
か
も
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定
か
で
は
な
い
よ
う
な
年
月
の
移
ろ
い
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
見
る
で
あ
ろ
う
「
一
日
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
時
間
感
覚
も
方

向
感
覚
も
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
所
――
そ
こ
が
「
死
者
た
ち
を
証
し
し
、
死
者
た
ち
で
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
場
所
と
瞬
間
」
に
満
ち
た
ベ
ル
リ
ン
な
の
か
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
を
書
い
た
パ
リ
な
の
か
、
あ
る
い
は
自
ら
死
を
選
ば
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
ス
ペ
イ
ン
国
境
地
帯
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
真
の
過
去
の
記

憶
、
メ
シ
ア
的
な
未
来
、
そ
し
て
現
在
時
、
ど
れ
も
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
瞬
間
的
に
到
来
す
る
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
の
だ
か
ら
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
名
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
彼
も
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
時
間
経
験
に
魅
せ
ら
れ
た
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
民

族
は
、
自
ら
の
血
縁
に
よ
っ
て
す
で
に
永
遠
性
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
他
の
諸
民
族
と
は
異
な
り
、
世
俗
的
な

時
間
や
歴
史
、
そ
し
て
国
家
と
は
無
縁
の
生
を
送
り
、
自
ら
の
血
縁
共
同
体
の
な
か
で
宗
教
的
時
間
を
経
験
し
、
救
済
を
「
先
取
り
」
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
年
毎
に
循
環
す
る
宗
教
的
祭
儀
が
彼
ら
に
永
遠
性
を
先
取
り
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
循
環
に
お
い
て
未
来
は
牽
引
力

の
役
割
を
引
き
受
け
る
。
彼
は
書
い
て
い
る
。「
現
在
は
、
過
去
が
現
在
を
先
へ
と
押
し
進
め
る
か
ら
で
は
な
く
、
未
来
が
現
在
を
次
第
に

引
っ
張
っ
て
い
く
が
ゆ
え
に
、
過
ぎ
去
っ
て
い
く
）
38
（

」。
と
は
い
え
、
国
家
と
い
う
「
暴
力
の
腕
は
最
新
の
も
の
を
最
後
の
も
の
と
無
理
や
り

一
緒
に
し
て
、
も
っ
と
も
新
し
い
永
遠
性
を
強
制
す
る
か
も
し
れ
な
い
）
39
（

」。
こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
永
遠
性
は
「
歴
史
の
流
れ
に

対
す
る
疎
遠
さ
）
40
（

」
と
と
も
に
国
家
が
捏
造
し
た
ま
や
か
し
の
永
遠
性
を
打
ち
砕
く
の
で
あ
っ
た 

。

ド
イ
ツ
文
化
と
一
体
化
し
よ
う
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
化
主
義
も
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
別
の
地
に
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
創
設
し
よ
う
と
し
た

政
治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
も
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
眼
か
ら
み
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
あ
り
方
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
と
り
わ
け
実
現
さ
れ

た
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
が
、
皮
肉
に
も
ユ
ダ
ヤ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
現
状
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
議
論
と

は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
結
論
に
行
き
着
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。「
世
界
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
『
此
岸
の
世
界
』
か
ら

『
来
る
べ
き
世
界
』
へ
と
す
り
抜
け
る
よ
う
に
行
き
来
で
き
る
、
い
く
つ
も
の
通
路
で
満
た
さ
れ
て
い
る
）
41
（

」。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
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ミ
ン
も
ま
た
結
局
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
せ
ず
と
も
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
同
様
、

世
界
は
、
そ
し
て
都
市
は
「『
此
岸
の
世
界
』
か
ら
『
来
る
べ
き
世
界
』
へ
と
す
り
抜
け
る
よ
う
に
行
き
来
で
き
る
、
い
く
つ
も
の
通
路
」

――
パ
サ
ー
ジ
ュ
！
――
で
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
い
出
を
頼
り
に
し
な
が
ら
、
彼
と
ベ
ル
リ
ン
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
の
痕

跡
を
た
ど
っ
て
み
た
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
頃
の
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
テ
ク
ス
ト
や
活
動
を
通
し
て
、
改
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

四　

異
質
な
空
間
と
し
て
の
〈
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
〉

ベ
ル
リ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
建
築
に
関
わ
っ
た
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
は
都
市
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
都
市
は
人
間
が
生
み

出
す
も
っ
と
も
巨
大
な
芸
術
的
精
神
的
創
造
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
間
の
み
な
ら
ず
時
間
の
な
か
に
も
ま
た
存
在
す
る
集
団
的
創
造
物
で
あ

る
。
そ
の
構
造
は
本
質
的
に
謎
め
い
て
い
る
」。）42
（

都
市
と
は
あ
る
空
間
を
占
め
る
創
造
物
の
み
な
ら
ず
、
時
間
の
な
か
に
も
生
成
し
て
い
る

歴
史
的
創
造
物
で
あ
る
こ
と
を
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
は
書
い
て
い
る
。
そ
の
迷
宮
に
も
な
り
う
る
謎
め
い
た
都
市
、
し
か
も
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て

彼
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
回
り
を
引
き
受
け
、
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

例
え
ば
、
彼
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
広
場
の
開
発
に
言
及
す
る
さ
い
、「
公
共
ス
ペ
ー
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
に
よ
れ

ば
、
公
共
ス
ペ
ー
ス
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
漸
進
的
な
変
容
、
つ
ま
り
何
も
か
も
が
完
全
な
も
の
と
な
る
未
来
に
お
け
る
仮
定
的
な
時
点

を
設
定
せ
ず
に
徐
々
に
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の
）
43
（

」
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
や
建
築
家
た
ち
は
五
〇
年
後

に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
広
場
は
完
全
な
も
の
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
全
体
性
」
や
「
究
極
性
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
考
え
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で
あ
り
、「
類
型
や
定
型
の
反
復
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
プ
ラ
ン
が
目
指
す
と
思
わ
れ
る
同
一
物
の
回
帰
と
い
う
野
心
」
で
あ
る
）
44
（

。
全
体
性
の

拒
否
と
い
う
の
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
も
相
応
し
い
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
引
用
し
、
断
絶
さ
せ
、
中
断
さ
せ
る
こ
と
を
方
法
と
し
て
好

み
、
彼
の
書
い
た
書
物
自
体
、
け
っ
し
て
全
体
性
の
う
ち
に
引
き
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
断
片
的
な
も
の
の
配
置
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
。

ま
た
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
全
体
性
と
い
う
観
念
を
心
底
嫌
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
徹
底
的
に
批
判

し
、「
万
物
の
断
片
」（d

ie
 S

tü
ck

e
 d

e
s A

ll

）
を
愛
好
し
、
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
全
体
を
粉
砕
し
た
。
い

ま
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
破
片
が
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
全
体
で
あ
る
）
45
（

」。
こ
の
思
想
的
系
譜
に
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
名
前
を
連
ね
る
こ
と
も
で
き
る

し
、
余
談
で
は
あ
る
が
二
〇
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
た
ち
が
「
全
体
性
」
の
暴
力
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
を
思
想
史
的
に
検
討
す
る

こ
と
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
――
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
単
純
な
全
体
性
批
判
論
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。

し
か
し
、
同
時
に
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
は
あ
る
対
談
で
歴
史
を
「
全
体
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

歴
史
と
い
う
の
は
一
連
の
偶
然
的
な
非
・
決
定
的
な
出
来
事
の
全
体
な
の
で
、
そ
れ
を
事
後
的
に
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
つ
の
線
と

し
て
つ
か
ま
え
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
方
で
歴
史
の
線
を
切
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
46
（

。

歴
史
は
偶
然
的
で
非
・
決
定
的
で
あ
っ
て
も
「
出
来
事
の
全
体
」
だ
と
い
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
「
寄
せ
集
め
」
――
あ
る
い
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
に
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
――
と
し
た
ほ
う
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
人
間
は
歴
史
を
一
連
の
出
来
事
と
し
て
歴
史

化
す
る
よ
う
な
眼
差
し
を
持
ち
な
が
ら
も
、
今
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
方
で
歴
史
の
線
を
切
り
出
す
、
ま
さ
に
引
用
す
る
こ
と
も

可
能
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
線
が
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
な
か
で
は
き
わ
め
て
入
り
組
ん
だ
形
で
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
破
局
と
し
て
切
り
出
さ
れ
た
歴
史
の
線
は
、
対
談
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
博
物
館
と
し
て
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一
つ
の
空
間
の
う
ち
に
引
か
れ
た
。
空
間
に
し
て
歴
史
（
の
線
）
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
――
そ
れ
は
、「
死
者
た
ち
を
証
し
し
、
死
者

た
ち
で
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
所
と
瞬
間
」
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
は
い
う
。「
こ
の
空
間
に
は
違
っ
た
密
度
が
あ
り
、
違
っ
た
時
間
概
念
が
あ
る
）
47
（

」
と
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
迷
宮
と
し

て
の
都
市
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
い
い
回
し
で
彼
は
「
こ
の
建
物
の
な
か
に
い
る
と
、
こ
れ
が
大
き
い
建
物
な
の
か
小
さ
い
建
物
な
の

か
知
る
こ
と
が
と
て
も
難
し
い
」
と
語
り
、
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
内
に
お
け
る
方
向
感
覚
の
喪
失
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
想
と
は
異
な
り
、
人
々
を
意
図
的
に
道
に
迷
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
迷
う
た
め
に
何
ら
習
練
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
文
脈
で
興
味
深
い
の
は
、
多
様
な
空
間
の
可
能
性
を
議
論
す
る
な
か
で
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
が
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

例
え
ば
、
あ
る
種
の
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
空
間
と
い
う
の
は
引
き
込
み
に
よ
る
空
虚
な
モ
メ
ン
ト
な

ん
だ
。
…
…
空
間
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
唯
一
の
チ
ャ
ン
ス
で
ね
、
つ
ま
り
世
俗
化
の
な
か
の
た
だ
ひ
と
つ
の
チ
ャ

ン
ス
。
神
的
な
も
の
の
引
き
込
み
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
わ
け
だ
）
48
（

。

こ
れ
は
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
が
「
神
の
収
縮
／
撤
退
」
と
い
う
イ
サ
ー
ク
・
ル
リ
ア
に
由
来
す
る
カ
バ
ラ
の
創
造
思
想
に
触
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
友
人
で
あ
っ
た
シ
ョ
ー
レ
ム
の
書
物
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
思
想
を
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
）
49
（

。
原
初
に
お
い

て
は
神
が
あ
ら
ゆ
る
空
間
を
満
た
し
て
い
た
が
、
創
造
に
際
し
て
神
は
自
ら
の
う
ち
に
収
縮
／
撤
退
し
た
。
そ
の
後
に
で
き
た
空
間
に
は
じ

め
て
被
造
物
の
活
動
す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
た
し
か
に
空
間
と
は
世
俗
化
の
な
か
に
あ
る
自
律
的
な
人
間
に

と
っ
て
の
唯
一
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ス
の
空
間
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
は
ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
の
な
か
に
配
置

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ジ
ン
メ
ル
は
非
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
に
お
い
て
は
「
論
理
的
完
全
性
の
理
想
」
が
放
棄
さ
れ
、「
全
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体
は
不
規
則
で
不
均
一
な
外
見
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
）
50
（

」
と
書
い
て
い
る
。
も
し
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
が
異
質
な
空
間
や
時
間
を
開
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
都
市
が
全
体
性
や
究
極
性
か
ら
逃
れ
て
い
く
た
め
の
特
別
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
都
市
が
画
一
的
な
規
範
か
ら
逸
脱
す

る
た
め
の
機
能
を
果
た
す
は
ず
で
あ
る
――
非
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
の
生
成
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
は
都
市
や
歴
史
を
異
な
っ
た
仕
方
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
な
る
。
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
は
「
周
囲
の
も
の
を
違
っ
た
仕
方
で
見
る
」
こ
と
を
「
希
望
」
と
名
づ
け
、
建
物
の

「
非
―
同
一
性
の
形
態
に
お
け
る
反
復
、
変
化
、
連
続
的
な
反
復
」
を
「
希
望
の
パ
ー
ト
」
と
し
て
い
る
）
51
（

。
ベ
ル
リ
ン
に
あ
ら
わ
れ
た
想
起

の
空
間
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
に
い
え
ば
た
と
え
世
俗
で
あ
っ
て
も
「
メ
シ
ア
的
時
間
の
か
け
ら
」
が
混
じ
り
こ
ん
だ
希
望
の
空
間
と
呼
び
う

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に
――
想
起
の
禁
止
？
――

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
思
想
を
可
能
な
限
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
引
き
つ
け
て
読
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
や
は
り
最
後
に

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
は
本
当
に
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
よ
う
に
想
起
の
空
間
と
し
て
博
物
館
な
る
も
の
の
建
設
を
促
す
思
想
な
の
か
と
い
う
疑
問

が
わ
か
ざ
る
を
え
な
い
。「
意
志
に
よ
ら
な
い
想
起
」
の
思
想
家
が
、
な
ぜ
都
市
の
な
か
に
想
起
す
る
空
間
を
つ
く
る
こ
と
、
あ
る
い
は
想

起
の
都
市
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
稿
の
冒
頭
で
シ
ョ
ー
レ
ム
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
「
世
俗
的
な
も
の
の
な
か
へ
漂
流
し
て
い
っ
た
ひ

と
り
の
神
学
者
」
と
呼
ん
だ
こ
と
を
指
摘
し
た
が
実
に
秀
逸
な
表
現
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
博
物
館
で
な
く
と
も
、
あ
る
い
は

ベ
ル
リ
ン
と
い
う
都
市
で
な
く
と
も
、
い
か
な
る
世
俗
的
な
場
所
も
想
起
を
促
す
よ
う
な
瞬
間
、
そ
し
て
メ
シ
ア
的
な
も
の
の
到
来
を
予
感

さ
せ
る
合
図
に
満
ち
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
発
見
す
る
の
に
事
欠
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
メ
シ
ア
的
時
間
の
遍
在
を
彼

は
十
分
に
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
で
あ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
祭
儀
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歴
史
を
「
永
遠
に
現
在
的
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記
憶
）
52
（

」
と
し
て
忘
却
の
淵
か
ら
救
済
す
る
と
い
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
は
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
言
語
を
非
常
に
謎
め
い
た
仕
方
で
用
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
ご
と
く
歴
史

を
意
識
的
に
想
起
す
る
よ
う
な
空
間
と
は
異
な
る
、
あ
え
て
い
え
ば
「
装
置
」
を
ユ
ダ
ヤ
的
伝
統
の
な
か
に
見
出
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
の
思
想
は
ユ
ダ
ヤ
性
の
相
の
下
で
の
み
解
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
時
間
を
脱
形
式
化
し
――
ち
な
み
に
、

こ
の
問
題
は
現
在
と
い
う
時
間
を
驚
く
ほ
ど
強
調
す
る
「
反
歴
史
主
義
」
の
系
譜
を
示
し
て
お
り
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
そ
こ
に

連
な
る
一
人
で
あ
る
）
53
（

――
、
想
起
を
人
間
の
能
動
的
活
動
か
ら
解
放
／
救
済
し
よ
う
と
す
る
彼
の
振
る
舞
い
は
意
図
的
な
想
起
の
禁
止
と
も

呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ベ
ル
リ
ン
は
パ
リ
と
並
ん
で
別
れ
が
た
い
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
ベ
ル
リ
ン
が
、
必
然
的
な

想
起
の
都
市
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
偶
然
的
な
き
っ
か
け
を
通
し
て
「
意
志
に
よ
ら
な
い
想
起
」
を
可
能
に
し
、
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を

突
如
と
し
て
召
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
は
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
類
ま
れ
な
ユ
ダ
ヤ
的
経
験
か
ら
み
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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P
re

ss, 1
9
8
9

）、
合
田
正
人
「
星
々
の
友
情
――
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
――
」（『
ナ
マ
ー
ル
』
第
七
号
、
日
本
・
ユ
ダ
ヤ
文
化

研
究
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
柿
木
伸
之
「「
母
語
」
を
越
え
て
翻
訳
す
る
――
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
翻
訳
概
念
の
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
」（『
哲
学
』N

o
.5

7
,  

日
本
哲
学
会
編
、
二
〇
〇
六
年
）。
筆
者
は
と
く
に
モ
ー
ゼ
ス
の
研
究
か
ら
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。

（
3
） 

リ
ベ
ス
キ
ン
ド
は
ベ
ル
リ
ン
・
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
を
建
設
す
る
際
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
『
一
方
通
行
路
』
を
参
照
し
た
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。
ダ
ニ
エ
ル
・
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
「
未
だ
生
ま
れ
ざ
る
者
の
痕
跡
」（『
建
築
文
化
』、
鈴
木
圭
介
訳
、
彰
国
社
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）、

四
二
―
四
三
頁
。

（
4
） 

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
『
意
識
と
社
会　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
思
想1

8
9
0

―1
9
3
0

』（
生
松
敬
三
・
荒
川
幾
男
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
五

年
）、
二
二
九
頁
。

（
5
） 

同
上
訳
書
。

（
6
） 

同
上
訳
書
。

（
7
） 

同
上
訳
書
。

（
8
） 

同
上
訳
書
。

（
9
） D

e
tle

v
 J. K

. P
e

u
k

e
r
t, D

ie W
eim

a
rer R

ep
u

blik
. K

risen
ja

h
re d

er K
la

ssisch
en

 M
o
d
ern

e

（F
ra

n
k

fu
r
t a

m
 M

a
in

: S
u

h
rk

a
m

p
V

e
rla

g
, 

1
9
8
7

）, 2
6
.

『
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
――
古
典
的
近
代
の
危
機
』（
小
野
清
美
・
田
村
栄
子
・
原
田
一
美
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、

一
八
頁
。

（
10
） Ib

id
., 2

7
, 3

0
.  

同
上
訳
書
、
二
一
頁
。

（
11
） 

エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
の
危
機
と
哲
学
」（
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
ほ
か
『
三
〇
年
代
の
危
機
と
哲
学
』、
清
水
多
吉
・

手
川
誠
士
郎
編
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）、
三
八
頁
。

（
12
） 

同
上
訳
書
、
三
七
頁
。

（
13
） 

同
上
訳
書
、
九
四
頁
。

（
14
） 

同
上
訳
書
。

（
15
） W

alte
r B

e
n

jam
in

, B
erlin

er K
in

d
h
eit u

m
 n

eu
n

zeh
n

h
u

n
d
ert

（F
ran

k
fu

rt am
 M

ain
: S

u
h

rk
am

p
 V

e
rlag

, 2
0
0
6

）, 9
.

「
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ

ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
1
』、
浅
井
健
次
郎
編
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
四
六
九
頁
、
傍
点
引
用
者
。
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（
16
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
、
四
七
〇
頁
。

（
17
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
。

（
18
） Ib

id
., 9

―1
0
.  

同
上
訳
書
、
傍
点
引
用
者
。

（
19
） Ib

id
., 9

.  

同
上
訳
書
、
四
六
九
頁
。

（
20
） W

a
lte

r B
e

n
ja

m
in

, “B
e

rlin
e

r C
h

ro
n

ik
, ” in

 G
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m
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elte S
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 V
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: S
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p
 V

e
rlag

, 1
9
8
5

）, 4
8
6
.

「
ベ
ル
リ
ン
年
代
記
」（『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』、
ヴ
ァ
ル

タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
12
、
小
野
寺
次
郎
編
集
解
説
、
晶
文
社
、
一
九
七
一
年
）、
一
五
六
頁
。

（
21
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
、
傍
点
引
用
者
。

（
22
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
。

（
23
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
、
傍
点
引
用
者
。

（
24
） W

alte
r B

e
n

jam
in

, “W
as ist d

as e
p

isch
e
 T

h
e
ate

r
? <
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>
, ” in

 G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 II

・2
, h

e
rau

sg
e
g

e
b

e
n

 vo
n

 R
o

lf T
ie

d
e
m

an
n

 u
n

d
 

H
e
rm

an
n

 S
ch

w
e
p

p
e
n

h
äu

se
r

（F
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k
fu

rt am
 M

ain
: S

u
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am

p
, 1

9
7
7

）, 5
3
6
.

「
叙
事
演
劇
と
は
何
か
」（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

1
』、
浅
井
健
次
郎
編
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
五
四
四
頁
、
傍
点
引
用
者
。

（
25
） B

e
n

jam
in

, “B
e
rlin

e
r C

h
ro

n
ik

, ” 4
8
9
.

「
ベ
ル
リ
ン
年
代
記
」、
一
六
〇
頁
、
傍
点
引
用
者
。

（
26
） Ib

id
., 4

7
6
.  

同
上
訳
書
、
一
四
三
頁
。
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27
） W

a
lte

r B
e

n
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in
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u

m
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sts, ” in

 G
esa

m
m

elte S
ch

riften
 II

・1
, h

e
ra

u
sg

e
g

e
b

e
n

 v
o

n
 R

o
lf T

ie
d

e
m

a
n

n
 u

n
d

 H
e

rm
a
n

n
 

S
ch

w
e
p

p
e
n

h
äu

se
r

（F
ran

k
fu

rt am
 M

ain
: S

u
h

rk
am

p
, 1

9
7
7

）, 3
1
1

「
プ
ル
ー
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
」（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
2
』、
浅
井
健
次
郎
編
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
四
一
五
頁
。

（
28
） W

a
lte

r B
e

n
ja

m
in

, “Ü
b

e
r d

e
n

 B
e

g
riff d

e
r G

e
sc

h
ic

h
te

, ” in
 G

esa
m

m
elte S

ch
riften

 I

・2
, h

e
ra

u
sg

e
g

e
b

e
n

 v
o

n
 R

o
lf T

ie
d

e
m

a
n

n
 u

n
d

 

H
e
rm

an
n

 S
ch

w
e
p

p
e
n

h
äu

se
r

（F
ran

k
fu

rt am
 M

ain
: S

u
h

rk
am

p
, 1

9
7
8

）, 6
9
5
.

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
1
』、
浅
井
健
次
郎
編
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
六
四
八
頁
。

（
29
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
、
六
四
九
頁
、
傍
点
引
用
者
。

（
30
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
。
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（
31
） Ib

id
., 7

0
1
.  

同
上
訳
書
、
六
五
九
頁
。

（
32
） Ib

id
., 6

9
4
.  

同
上
訳
書
、
六
四
六
頁
。

（
33
） Ib

id
., 6

9
3
.  

同
上
訳
書
。

（
34
） B

e
n

jam
in

, “B
e
rlin

e
r C

h
ro

n
ik

, ” 4
8
6
.

「
ベ
ル
リ
ン
年
代
記
」、
一
五
六
頁
。

（
35
） B

e
n

jam
in

, “Ü
b

e
r d

e
n

 B
e
g

riff d
e
r G

e
sch

ich
te

, ” 7
0
4
.

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、
六
六
四
頁
。

（
36
） Ib

id
.  

同
上
訳
書
、
六
六
五
頁
。

（
37
） B

e
n

jam
in

, B
erlin

er K
in

d
h
eit u

m
 n

eu
n

zeh
n

h
u

n
d
ert, 2

3
.

「
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」、
四
九
二
―
四
九
三
頁
。

（
38
） F

ra
n

z R
o

se
n

zw
e

ig
, D

er M
en

sch
 u

n
d
 S

ein
 W

erk
: G

esa
m

m
elte S

ch
riften

 II: D
er S

tern
 d

er E
rlö

su
n

g

（H
a
g

u
e

: M
a
rtin

u
s N

ijh
o

ff, 

1
9
7
6

）, 3
6
4
.

（
39
） Ib

id
., 3

7
2
.

（
40
） 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
「『
二
つ
の
世
界
の
あ
い
だ
で
』（
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
道
）」（『
困
難
な
自
由
』、
合
田
正
人

監
訳
／
三
浦
直
希
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
）、
二
五
六
頁
。

（
41
） R

o
se

n
zw

e
ig

, D
er S

tern
 d

er E
rlösu

n
g, 3

9
0
.

（
42
） 

リ
ベ
ス
キ
ン
ド
「
未
だ
生
ま
れ
ざ
る
者
の
痕
跡
」、
三
六
頁
、
傍
点
引
用
者
。

（
43
） 

同
上
訳
書
、
三
五
頁
。

（
44
） 

同
上
訳
書
、
三
五
頁
、
三
六
頁
。

（
45
） R

o
se

n
zw

e
ig

, D
er S

tern
 d

er E
rlösu

n
g, 2

8
.

（
46
） 「『
歴
史
』
と
い
う
空
間
」〔
ダ
ニ
エ
ル
・
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
と
小
林
康
夫
の
対
談
〕（『
建
築
文
化
』、
彰
国
社
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）、
七
四
―

七
五
頁
、
傍
点
引
用
者
。

（
47
） 

同
上
訳
書
、
七
七
頁
。

（
48
） 

同
上
訳
書
、
七
七
頁
、
傍
点
引
用
者
。

（
49
） 

ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
『
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
』（
山
下
肇
・
石
丸
昭
二
・
井
ノ
川
清
・
西
脇
征
嘉
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
）、

『
カ
バ
ラ
と
そ
の
象
徴
的
表
現
』（
小
岸
昭
・
岡
部
仁
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
）。
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（
50
） G

e
o

rg
 S

im
m

e
l, “S

o
zio

lo
g

isch
e
 A

e
sth

e
tik

, ” in
 G

esa
m

ta
u

sga
be 5

（F
ran

k
fu

rt am
 M

ain
: S

u
h

rk
am

p
 V

e
rlag

, 1
9
9
2

）, 2
0
4
.

「
社
会
学
的

美
学
」（『
ジ
ン
メ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
北
川
東
子
編
訳
、
鈴
木
直
訳
、
一
九
九
九
年
）、
一
八
四
―
一
八
五
頁
。

（
51
） 「『
歴
史
』
と
い
う
空
間
」、
七
九
頁
、
八
〇
頁
。

（
52
） R

o
se

n
zw

e
ig

, D
er S

tern
 d

er E
rlösu

n
g, 3

3
7
.

（
53
） 

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
反
歴
史
主
義
の
関
係
は
、
拙
著
『
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
――
〈
新
し
い
思
考
〉
の
誕
生
――
』（
知
泉

書
館
、
二
〇
一
〇
年
）、
と
く
に
終
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

付
記
一 

本
稿
は
「
ベ
ル
リ
ン
の
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
の
ベ
ル
リ
ン
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
比
較
都
市
学
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
都
市

と
ユ
ダ
ヤ
性
」（
明
治
大
学
大
学
院
G
P
・
東
京
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
C
O
E
「
共
生
の
た
め
の
国
際
哲
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
」（
U
T
C
P
）

共
催
、
於
明
治
大
学
、
二
〇
一
〇
年
三
月
一
二
日
）
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
発
表
し
た
の

で
、
残
念
な
が
ら
時
代
背
景
や
細
か
い
議
論
を
か
な
り
省
略
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
当
日
発
表
し
な
か
っ
た
議
論
も
付
け
加
え
て
修
正

を
施
し
、
か
つ
最
小
限
の
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

付
記
二 

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金　

若
手
研
究（
B
）「
近
代
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
と
歴
史
主
義
の
問
題
――
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

の
比
較
研
究
――
」（
課
題
番
号　

二
〇
七
二
〇
〇
一
九
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




