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　Dans le recension du Messie qu'il fit en 1751, Lessing commence par traiter son sujet sur le modele de I'Ene'ide

ou Virgile s'exprime d'abord en se Seｒ:vantde la premiere personne: ≪Arma virumque cano, . .｡･･En fait,leｿＷｓ瞬

き'ouvre par une invocation a la deuxieme personne du singulier de l'imperatif, ｍがＳLess ing pense que cela n'est

peut-etre qu'une apparence.　Pour lui, aChante, ame･ immortelle, . .｡≫ semble vouloir reellement dire 。Moi,

immortel Klopstock, je chante ・・｡･)En outre, １ｅcritique s'autorise d'Horace dans〉ＶＡｒt　ｔｏｅtiｑｗｅ(vers136-144)

pour faire valoir toute la ≪modestie≫ qu'il peut y avoir au debut d'une oeuvre epique. Ceci le conduit a affirmer

que le poete de ｒOdｙｓｓｃ'ｅ　ｅｓtplus humble que celui de ＶＵｉａｄＲ.　　　　　　　　　　　　　　　犬上

　Klopstock, lui, se range a l'opinion exprimee dans l'ancien livre D14 Sublimらselon laquelle on ne voit pas dans

n^ｄｖｓｓｅｅVe pathetisme plastique de け心加Son ideal, danｓ　leＭｅｓｓic(1748-1773), ce serait d'arriver a se

prevaloir du feu sacre d'Ｈｏｍ&ｒｅ.Ａｕcommencement de son CEuvre, il n'est pas encore cet ≪imniortel Klopstock。

dont parle Less ing, mais ｉ１souhaite le devenir grace a r≪ame immortelle" (vers 1) et a l'≪Esprit Createur≫ (vers

10) qu'il invoque. Une te1!ｅaspiration versイeternite represente plutot de 1'abnegation que de la suffisance｡

　Lessing fit paraitre un deuxieme compte rendu du Ｍｐ.Ｒｓie　ｅ.n1753. 犬Au vers 14, il arrete ses regards sur deux

images contradictoires :≪Toi, Espritとhercheur, tu penetres dans les profondeurs de Dieu.>ト11 explique cette

opposition de termes par le faitｑｕｅコlarecherche prend fin au moment-meme oilla penetration a lieu.≫Sa critique

est rationaliste: elleトnetient aucun compte de la theologie negative d6 l'epoque, qui mettait en valeur rillogisme.

Ce sont deS。concepts tout purs>･qui se presentent principalement a son esprit, done il ne se fonde que sur la

thをologie affirmative d'une Ｓむulesorte d'ecoleレEt pourtant, le raisonnemenトparadoχal est deja a la mode. A

preuve que les ＭｃｍｏｉｒｅｓｓｏｃＴａtiｑｕｃｓdeHamann, parues en 1759, evoquent, eりtre autres choses, r≪mtelligence

vide≫ de Socrate. Des images contradictoires telles que celle de la "recherche penetrante≫ sont considerees

comme des signes precurseurs d'une conception irrationnellede la

（１）。IGNES EX HOMERO ＨＡＵＳＴＯＳ“（ＤＩＥＶＯＮHOMER ENTZUNDETEN FLAMMEN)

Die ersten drei Ｇむsange des Messias hat Klopstock zuerst 1748 anonym und danach die ersten fiinf
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Gesange unter seinem eigenen Namen 1751 veroffentlicht. Schon in demselben Jahr 1751 schreibt

Lessing im Neuesten aus dem Reic加伽ｓ県政ｓ unter der Uberschr叫びber das Helden即心油に,£砂

Ｍｅｓｓiaｓ“ト｡Dieerste Zeile wurde also, wenn man sie in den gewohnlichen Ausdruck ubersetzt,

heilien: Ich unsterblicher Klopstock singe der siindigen M･enschen Erlosung.‘（(LW 8.139) Hier geht es

um den ersten Vers deS･Ｍｅｓｓiaｓ:。Sing,unsterbliche See!e，｡‥“　　　　一一

　In diesem Fall nimmt Lessing sich den Anfang von Virgils Aeneis zum Muster : 。Arma virumque

ｅａｎｏ‥‥‥“(LW8.138 / TB ７)　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　　Waffentat kiinde ich und den Mann, der als erster ｖｏｎ:Troja,

　十schicksalgesandt, auf der Flucht nach Italien kam und Laviniums

　　　Kiisten,viel liber :Lande geworfen ｕりd wogendes Meer durch

　　Gottergewalt, verfolgt vom Groll der grimm･igen Juno,

　5　viel auch dｕ!dend durch Krieg,トbis er griinde die･ Stadt und die Getter

　　　bringe nach Latium, dem daS十Geschlecht entstammt der Latiner,

Albas Vater und einst die Mauern der ragenden Roma.

　　　　Muse, sag mir die Griinde, ob welcher Verletzung des hohen

　　　Willens, woruber voll Gram die Gotterkonigin jenen

10　Mann, das Vorbild der Ehrfurcht, in so viel Jammer, in so viel

　　　Miihsal gejagt.　Kann so die Gottheit grollen und ziirnen？

Weiter erklart der Kritiker : 。Die oben angefuhrte Stelle des Virgils (V. 1-7) ist der Inhalt, die vier

darauf folgenden Verse (V. 8-11) sind die Anrufung.“ (LW 8.139)し　　　　　　　ト　　　づ

　Auf dieses ･Schema wendet Lessing auch Klopstocks Ansatz des lIVfKｓｓiaｓ=ａｎund behauptet, daft die

ersten sieben Verse dem　Jnhalt‘　entsprechen, die daran尚anschlieBenden　neunzehn Verse　der

,Anrufung‘（ＬＷ 8.1381/HKA IV. 4.2-6):　　　　　十　　　ダ　　　　　　　ト

　　　　Sing, unsterbliche Seele, der siindigen Menschen Erlosung,〉

　　　　Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet,∧ ，　　　　　　　　　　　　j

　　　　Und durch die er Adams Geschlechte die Liebe der Gottheit

　　　　Mit dem Blute des heiligen Bundes von neuem geschenkt hat.コ

　　5　Also geschah des Ewigen Wille. Vergebens erhub sich　　　　　　　　　＼　　　　＼

　　　　Satan wider den gottlichen Sohn ； umsonst stand Judaa l･･.･･　.･　　.・　.　　I..･■　　　■■

　　　　Wider ihn auf; er thats, und vollbrachte die grosse Versohnung.　　　　　　　　　　　ト

　　　　　　Aber,o Werk, das nur Gott allgegenwartig erkennet,

　　　　Darf sich die Dichtkunst auch wohl aus dunkler Feme dir nahern ？　ヶ

　　10　Weihe sie, Geist Schopfer, von dem ich im stillenhier bete;　　　　　　　　　＼

　　　　Fuhre sie mir, als deine Nachahmerinn, voUer Entziickung,　ニヶ　　　　　　ト

　　　　VoU unsterblicher Kraft, in verklarter Schonheit, entgegen.　　　　　　　　ト

　　＜　Riistesie mit jener tiefsinnigen einsamen Weisheit,　　　　　／

　　　　Mit der du, forschender Gei:st,die Tiをfen Gottes durchschauest;

　１５　Also werd ich durch sie Licht und Off（?nbarungen sehen,　　　　j

　　　　Und die Erlosung des grossen Messias wurdig besingen.　　　　　　　　十

Nach dieser Analyse liesレLessing Klopstocks Selbstbewufitsein vom anfanglichen Imperativ des
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ersten Verses ab, wie oben erwahnt. Denn er meintトdaB der Messias-Sanger im Grund seines

Herzens sage : 。Ich singe“ (cano).　　　　　　二　　　　　　　　　　　十　　　　十　　　　　　　　　　十

　Der Sanger selbst aber hat vor Augen nicht ｖiｒがIs Ae回禄, sondern Homers拓郎:。Mfjviv ctei5e。

　　　　　　　J　・　　　－ ●●　　　　　　　　■■　　　　　　　　　　　■　　　　　■
痕

　　　　Gottin, sing den verderbenden Zorn des Peleiden Achilleus,　　　　Ｉ

　　　Der unendliches Weh den Achaiern brachte, und viele十　犬　　　　　　　ト　　　　＜　………

　　十一Tapfere Seelen der Helden sandt' in die Tiefトund zu耳1 Mahl gab　　尚　　＼　＼

　　　Hunden und Vogeln den LeibへSo geschah Zeus几Wille, seit Zwietracht

　ニ5　Trennete Atreus herrschenden Sohn↓ und den edlen Achilleusレ　　　　　　　　　　＼

Fur den　Imperativハsing“（Ｖストund die Redensart 。So geschah ・‥ Wille . .バ(V. 4)皿。der

beginnenden Ilias gibt es Entsprechungen im zitierten Ｍｃ.ｓｓiaｓ:。Sing. . . / Alsoトgeschah . . . Wil-

1e‥‥‥“(V. 1 / V. 5) Wie der mythischeトGrieche die gottliche Muse, macht der jbiblische Christ die

｡unsterbliche Seele“ zum erwilnschten IdeaレWeder Homer noch Klopstock ist unsterblich von

Beginn an, sondern das Erlangen einer gottlichen Unsterblichkeit, m.a.W. der Beweis fnｒニjenen

Lessingschen 。unsterblichen Klopstock“ gilt fiirs Endziel des betreffenden Werks. Uberdies mochte

der Messias-Sanger eher 面t selbstloser Hingebung als mit selbstbewuBter Auiierung eine solche

｡unsterbliche Seele" werden,コwie der klassische Homer, dem er im Vergleich miレdem romischen

Virgil den Vorzug gibt. ト＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　へ

　十Vom idealisierten Homer zeugt Klopstoむks Brief ａｎニＢ回ｍ･er･vom 10,8ﾕ748 (HKA-Br.I.14 / 201):

｡Quam saepe tune desideravi promissam Tuam de Sublimi tractationem, et adhuc desidero. Miltonus

ｖｅｒｏ‥・quum improvisus in manus mihi incidisset, ignes ex Homero haustos ｅχcitavit penitus,

animumque, ad caelum et religionis poesin, extulit.“(Wie oft habe ich dann Ihre versprochene

Abhandlung uber　ｄａＳ十Erhabene　herbeigesehnt　und　tue　ｅＳトnochレレMilton　aber . ,｡, der　mir

unversehens in die Hande fiel, hat die von Homer entziindeten Flammen hoch aufschlagen lassen und

mich dazu gefiihrt, den Himmel und die Religion zu besingen.) Unter den 。von Homer entzundeten

Flammen“ verstehen wir jene Eigenart des 。grofieren Dichters“， die das klassische Buch der Antike

Ubeｒ　daｓＥｒｈａｂｅｉtｅ。Ausbruch des gottlichen Geistes“ (eKBoXfi xo£･6（Ｕμovlot)πＶａ５μaxoq) im 33.

Kapitel (RUB 8469. 82f.) nennt.　Dieses begeisterte Pathos vernachlassigt Lessing, um die romisch

vernilftige 。Bescheidenheit“zu beachten。.die nach der Vorschrift des Horaz in dem Eingange des

Heldengedichts herrschen soilｸﾞ（LW 8.140)　　　　　　　　　∧　　　ニ　　　　＼

　Die normative Poetik {De arte poぶca 136-144) behalt der Kritiker im Kopf (LW 8.140):。Nee sic

incipies,｡‥“（ＧＶＤ 24-27):　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　‥　　　ニ

　　　Man fange kein Gedicht so stolz und schwulstig an，｡土

　　　Als jenes Stumpers Kiel aus Unverstand gethan :　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　/

　Ich will von Priams Gltick und edlen Kriegen singen！

　　　　べA^as wird der Praler doch fur Wunderwerk･e bringen ！　　　レ　，ト

　　　　〕Er kreiBt, wie jener Berg, der eine ＭａｕS.gebahIT.･･･・｡　　　　　　　　･･

　140　Wer sieht nicht, d‘aB Homer hier viel bescheidner war ？

　　　ニIhr Musen！　zeigt mir den, der Trojens ･Burg bestritten,　　　/　＼

　　　　Und nach der Teukrer Fall so vieler Volker Sittenト　　　＼　　　　　　　　　　　　　　し
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So manche Stadt gesehn. Hier folgt das Finstre∇nicht

Auf heller Blitze Glanz ； der Dampf erzeugtヶdas Licht.

Er fangt ganz niedrig an, um destomehr zu steigen,

Und wird allmahlich schon die grofiten Wunder zeigen :

Lessing glaubt, ,,da6 Hoりｚ hier clem epischen Dichtむｒ den Rat gibt, nicht ａ!・ ein Ｇ･roBsprecher

anzufangen ； nicht als jener kyklische Poete : Ich will das Gltlck des Priamus und den edlen Krieg

besingen ;≒sondernﾆbescheiden wie der Dichter, der nichts verwegをｎ unternimmt : Sage mir, Muse,

den Mann, der ｎａ･chdem Troia eingenommen worden, viele Stadte und vieler･Menschen Sitten geSをhen

hatﾌﾟ(しW 8.140f. : Odyssee Ges. 1，Ｖ, 1-3. "AvSpaμ01 evvETte, Mo心aa,・・. TB 6)

　　Der 。beschをidene“ Homer ist der Dichter deｒ　Odｙｓｓｓｅ,an deren von Horaz und Lessing zitierten

Anfang auch Virgil im oben eｒＷ油nten ｖ. 8 der beginnenden Aeneis denkt. Im Gegensatz zur

｡bescheidenen“　Ｏｄｙｓｓｅｅ　steht　nach　Lessing　der　。groBsprecherische“　Ansatz　der　刀毎ｓ:　。Das

sechssilbigte ｎηλ,T|Xd5eco, das viersilbigtりλχ1λTlOq, das ebenso lange Ovλ0)xevT|v･ der imperativus

aeiSe, dむn schon der Sophiste Protagoras als zu befehlerisch getadelt hatte, klingen in der Tat weit

groBsprechei･ischer, alsトFortunam Priami cantabo et nobile bellum. (Ich will das Gluck des Priamus

und den edlen Krieg besingen)“(LW 8.141). Ganz anderer Ansi･cht ist der Verfasser vom Buch Ubび

das Erhabem?(iber dieTliaｓ und Ｏめ･ｓｓぽals Lessing:｡Aus dem gleichen Grund, so denke ich, erfullte

Homer, als er die Ilias im Zenit seiner Dichterkraft schuf, das ganze Werk mit dramatischem Leben

und Kampfen, bringt dagegen in ｄｅ]rOdyssee meist nur Erzahlung, wie sie das Alter liebt. .い　Hier

namlich besitzt er nichレmehr die gleiche Energie wie in jenen Gesangen der Ilias, nicht die immer

durchgehaltene, niemals abfallende Hohe, nicht die gleiche Flut sich iagender Leidenschaften, auch

nicht die Gewandtheit und rednerische Kraft, die〉dichte Folge lebenswahrer Bilder, nein,……" (Kap･

9. Abschn. 13:RUB 8469. 28f.) Obwohl wir bei Klopstock die plastisch 。dichte Folge lebenswaねrer

Bilder“ einer Ilias vermissen, konnen wir mindestens seine 。ignes eχ Homero haustos“ fur eine

pathetische 。Flut sich jagender Leidenschaften'‘ halten, um in diesem Zusammenhang das lebendige

Verhaltnis zu verstehen, wie er dem Dichter der μ這ｓ nacheifern mochte.へ　　　　　犬

(２)。EINSAME WEISHEIT“ UND 。FORSCHEND印ＧＥＩＳＴ“

　Lessing behandelt noch einmal den Anfang ｄｅｓＭｅｓｓiaｓ　ｉｎden 召沁ｿ'en(1753). Die vorbesagte

Rezension von 1751 geht in dをn 15. und 16. der召庇

Stadium ein. Uber die V. 13f. weist der Scharfsinnige dem Messias-Sanger logische ぺA^iderspriiche

nach:。Ich glaubte, wo ein Durchschauen stattfinde,hore das Forschen auf, und das Forscher! selbst

konne wohl von einem endlichen Wesen, nicht aber yon dem Geiste Gottes gesagt werden. j Zweitens

war ich rait der tiefeinnigenべiVeisheit, die ebendiesem上Geiste beigelegt wird, durchaus　nicht

zufrieden. Ich konnte mich nicht enthaltをn,zu fragen, ob der Geist Gottes erst zu Winkel gehen

miisse, wenn er nachdenkしｎ wolle？　Ich gab mir selbst die Antwort, dafi tiefsinnig und einsam

gleichwoh卜das Hochste waren, was man von der menschlichen Weisheit sagen konne ；　‥. Allein

aus dieser Antwort, welches doch die einzige ist, die man wahrscheinlicherweise vorbringen kann,

schloB ich eine ganzliche Unbrauchbarkeit der wahren Dichtkunst bei gewissen geistigen Gegenstan-

den, von welchen man sich nicht anders als die allerlautersten Begriffe machen solltぐ(LW 8. 147)
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　　Dieser intellektu･alistischeStandpunkt, der von 心ｎ。allerlautersten〉Begriffen‘¶abhangt,･beruht

･wohl ･auf ｄｅr･positiven･ Theologie einer lateinischen Scholastik. Hiervon zeugt ｚ.･Ｂ｡die Definition

des Thomas Aquinas ｉｎニSumma theoloがca(1265-74):,,Deus estipsum esse per se subsistensｸﾞ (ST 1.

4.2:1. 85) Durch eine scholastische Analyse unterscheidet Lessing streng ｄａＳ:｡endlicheWesen“ vom

｡Geiste Gottes“. Solches Entweder-Oder pragt sich auch in seiner beriihmten Aussage aUS: 。Wenn

Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seinerトLinken den einzigen immer regen Trieb nach

Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hie!te und sprache

zu ｍｉｒ:,Wahle!‘沁h fieleihm mit Demut in seine Linke und sagte : ,Vater, gib！ die reine Wahrheit

ist ja doch nur 允r dich allein!‘“[励々7]^uplik 1778. I: LW 33. 58) Diesem rationalistischen Dualisraus

ergibt･Klopstock 肘Ch und korrigiert d･en Teｘt･:。Rtistemit deinem Feuer sie, du, der die Tiefen der

Gottheit / Schaut, 皿d den Menschen aus Staube gemacht zum Tempel sich heiligt!“の匹 訂gｓ血り.Ges.

1-5.･1755. Ges. 1. V. 13f.:･HKA IV. 4. 5)　　　　　　　　　　　　　　　　　大

八Angesichts des aufklarerische［VerstandをS erklart der Messias-Sanger Sliぐhf廿ﾀﾞbesiegt,da auch

dieser in den Bannkreis der positiven Theologie geraten ist. Aber bald befreit sich Hamann von

diesem intellektualistischen Bannkreis und entwickelt seine paradoxen Gedanken in den Ｓｏｈｒａtiｓclieｗ

Ｄｅｎｋｗｕｒdigkeitｅｎ(1759):。IhregesundむVernunft　｡. . stiefisich daran, dali der Schonste unter den

Menschenkindern ihnen zum Erloser versprochen war, und daB ein Mann der Schmerzen, voller

Wunden und Striemen, der Held ihrer Erwartung seyn sollte.“(RUB 926. 35) Nicht nur der biblisehe

Gottmensch, sondern　auch　der griechische Philosoph verkorpere gerade dしｎparadoxen Geist :

｡Sokrates hatte also freylich gut unwissend seyn; er hatte einen Genius, . . . dessen Stimme er

glaubte, und durch dessenぺｖind，deｒ＜1eeｒｅVerstand eines Sokrates so gut als der Schoos einer

reinen Jungfrau, fruchtbar werden kann.“(RUB 926. 55) Schon um 1300 erwahnt Meister Eckhart als

paradoxer Denker das 。Sein des Nichts“in einer Predigt, um in Zwiespalt der beiden Extreme zu

vermitteln, obwohl sie sich in der positiven Theologie polarisieren mussen : 。Paulus stuont uf von

der erden unde mit offenen ougen sach er niht. .‥　Er sach niht, daz was got. Got ist ein niht und

got ist ein. , .ンwan er noch diz noch daz ist. . . . er sach daz niht. des lieht alliulieht sint, des

wesen alliu wesen sintｸﾞISurrexit auteni Sa�Ｍｓ心な叩α:しME 82 / 84)

　　Im Gegensatz zur intellektualistischen Scholastik gehort Meister Eckhart zur byzantinischen

Tradition der negativen Theologie mit paradoxen Gedanken.　Was jene von Lessing kritisierte

｡tiefsinnige einsame Weisheit“ (V. 13) betrifft,konnen wir ｕ.ａ. dem 。einsiedlerischen Quietisten?

(ficnjvaoxfiりBeachtung schenken, der in der Spiritualitat der griechischen Orthodoxie eine groBe

Rolle spielt. Palamas (ca. 1296-1359), der reprasentative Denker des byzantinischen Mittelalters,

befaBt sich mit der Verteidigung der ｡einsiedlerischen Quietisten" (Hesychasten) in seiner Ｔ有心e, um

gegen den scholastischen Rationalismus der･italienischen Fruhrenaissance zu polemisieren. Die von

diesem mittelalterlichen Orthodoxen hoch geschatzte Schrift des 6. Jahrhunderts Scala Pa忽心ｊ

enthalt den beriihinten Satz liber den 。Hesychasten“: 。Solitariusseu quietis et solitudinis studiosus

is　est qui naturam　incorpoream　corporis sui　domicilio (quod sane･paradoxum et rarum est)

circumscribere et concludere conatur.“(PG 88バ0971) Das ,,Paradoxon“(πapd5o|ov), die unkorper-

liche Natur in seines Korpers Wohnsitz hineinzubekommen und einzubegreifen, ist das Endziel der

｡quietistischen Einsamen“(Hesychasten).　Dieses kann man als eine 。tiefsinnigeeinsame Weisねeit“

bezeichnen. Auch Jesu Verborgenheit und Einsamkeit in Klopstocks Ｍｅｓｓiaｓerinnern uns an die

｡Hesychasten“ト｡Jesusニverbarg sich vor diesen Entweihten. Zwar lagen∧hier Palmen /Ｄｅｓヶihm
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begegnenderi Volks ； zwar lklang dort ihr lautes Hosanna ; / Aber umsonst.　ト.i　Gegen die ostliche

Seite Jerusalems　liegt　ein　Gebirge, / Welches　schon　oft　den　gottlichenづMittler auf　seinen

Gipfeln, / Wie ins Heilige Gottes, verhtlllt,wenn er einsame Nachte / Unter dem Ansむhaun des Vaters

in grossen Gebeten durchwachte.“ (Ges.よＶ. 30-32 /Ｖ. 42-45: HKA IV. 4, 9 / llf.) Im Hintergrund

steht　der　paradoxe　Gedanke:　des　Johanneischen　Evangeliums :　。Das　war　das　warhafftige

Liecht / welchs alle Menschen erleuchtetΛdie in diese Welt komen. Es war in der Weltソvnd die

Welt ist durむh dasselbige gemacht / vnd die Welt kandte es nicht.'‘(Ev, Joh, 1. 9fよＢＧ２い297)Konnte

der Messias-Sanger diese Tradition der negativen Theologie gｕtﾊﾟberiicksichtigthaben, ftiuliteer

weder die 。einsame Weisheit“ noch den 。forschenden Geist“ weggelassen haben∧　　　　し
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七
（
７
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

古
典
ギ
リ
シ
ア
の
真
善
美
の
理
想
の
下
に
、
両
詩
人
の
代
表
作
を
比
べ
、
ど
ち
ら
に
も
共
通
な
精

神
の
在
り
方
を
取
り
出
し
て
ゆ
き
、
何
よ
り
「
神
眼
の
直
下
」
に
形
造
ら
れ
た
「
純
粋
な
明
澄
」

に
焦
点
を
あ
て
て
論
述
し
た
。

3
2
．
ハ
ラ
ー
対
ポ
ー
プ
ー
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
（
一
七
三
二
年
）
と
『
人

間
論
』
（
一
七
三
三
年
圭
二
四
年
）
の
比
較
。
二
九
九
三
年
６
月
3
0
日
刊
・
高
知
大
学
人
文
学
部

人
文
学
科
編
『
人
文
科
学
研
究
』
第
１
号
）
…
…
分
業
化
の
結
果
ハ
ラ
ー
は
独
文
学
会
、
ホ
ー
プ

は
英
文
学
会
ぐ
ら
い
で
し
か
扱
わ
ず
、
ま
た
両
学
会
と
も
ロ
マ
ン
派
に
は
研
究
熱
心
で
も
、
ハ
ラ

ー
達
1
8
世
紀
啓
蒙
期
の
詩
人
と
取
り
組
む
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
学
際
化
の
今

日
、
こ
の
分
業
化
の
欠
点
を
克
服
す
べ
く
、
単
に
専
門
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
や
仏
文
学
に
も
広
が

る
学
識
を
ふ
る
い
、
殊
に
カ
ン
ト
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
加
味
し
て
、
ハ
ラ
ー
の
理
性
論
と
ホ
ー
プ

の
人
問
論
を
多
角
的
に
比
較
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
成
立
し
た
風
土
を
も
掘
り
起
こ
し
た
。

3
3
K
l
o
p
ｓ
t
ｏ
ｃ
ｋ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
Ｌ
ｅ
ｓ
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ｉ
ｎ
ｇ
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Ｕ
ｂ
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ｉ
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Ｋ
ｒ
i
ｔ
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ｄ
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ｓ
　
Ａ
ｎ
ｆ
ａ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
.
.
Ｍ
ｅ
ｓ
ｓ
i
a
ｓ
"
　
i
n
　
１
７
５
１

ｕ
乱
同
留
（
一
九
九
三
年
1
2
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
2
巻
、
人
文
科
学
篇
）

…
…
ふ
つ
う
独
文
学
史
上
こ
の
対
立
項
は
】
応
、
情
感
溢
れ
る
詩
人
と
鋭
い
批
評
家
の
対
立
を
示

す
。
だ
が
両
者
の
背
後
に
控
え
る
精
神
史
の
伝
統
に
も
筆
者
は
関
心
を
広
げ
、
『
救
世
主
』
冒
頭

の
書
評
を
再
吟
味
し
て
み
た
。
問
題
点
は
、
完
全
と
不
完
全
等
を
悛
別
す
る
理
知
本
位
の
レ
ッ
シ

ン
グ
が
、
あ
く
ま
で
西
方
ラ
テ
ン
語
圏
の
肯
定
神
学
に
依
拠
し
、
理
知
を
も
越
え
た
神
秘
を
尊
ぶ

東
方
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
否
定
神
学
を
顧
慮
し
て
い
な
い
所
に
あ
る
。
従
っ
て
東
方
の
伝
統
の
下
に
、

理
知
本
位
の
啓
蒙
批
評
が
再
批
判
さ
れ
た
。

34
．
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｕ
ｎ
ｇ
　
i
m
　
.
.
ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
"
｡
（
一
九
九
三
年
1
2
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学

学
術
研
究
報
告
、
第
4
2
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

と
「
乏
し
き
時
代
」
と
の
対
比
が
際
立
つ
た
め
、
と
か
く
一
種
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
風
の
魂
の

明
暗
の
下
に
眺
め
ら
れ
易
い
。
一
応
ラ
テ
ン
語
圏
の
神
学
な
ら
、
こ
の
基
調
で
済
む
。
と
こ
ろ
が

「
闇
は
光
を
掴
め
ず
」
と
い
う
東
方
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
光
の
神
学
に
一
脈
通
ず
る
「
至
福
な
る
ギ

リ
シ
ア
」
は
、
や
は
り
同
時
に
、
白
黒
を
分
け
る
西
方
神
学
が
読
み
取
る
心
の
暗
さ
か
ら
独
立
し

た
純
粋
な
光
明
界
を
形
遣
る
、
と
本
論
は
主
張
し
、
そ
の
光
の
観
想
に
焦
点
を
あ
て
た
。

3 5
．
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相
－
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』

か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
ま
で
・
剛
歴
史
上
の
背
景
。
二
九
九
四
年
春
刊
・

新
世
社
刊
『
エ
イ
コ
ー
ン
ー
東
方
キ
リ
ス
ト
教
研
究
』
第
１
１
‥
一
号
）
…
…
ふ
つ
う
西
洋
の
古
代
や

中
世
を
研
究
す
る
哲
学
筋
の
成
果
が
載
る
学
術
雑
誌
に
、
近
代
文
学
研
究
家
と
し
て
は
筆
者
が
初

め
て
参
与
し
た
。
こ
れ
は
教
父
学
を
専
門
と
す
る
当
学
術
雑
誌
の
編
集
長
が
、
筆
者
の
西
洋
古
典

の
学
識
に
信
頼
を
置
き
、
精
神
史
上
重
要
な
万
物
復
帰
の
思
想
に
つ
き
、
単
に
古
代
中
世
に
限
ら

ず
、
1
8
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
へ
も
展
開
す
る
過
程
の
叙
述
を
委
任
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
論
は
ま
ず
そ
の
歴
史
背
景
に
関
し
、
ル
タ
ー
と
教
父
達
を
軸
に
問
題
点
を
常
に
原
典
を
踏

ま
え
て
整
理
し
た
。



2
4
S
c
h
i
l
l
e
ｒ
ｓ
　
｡
Ｓ
ｐ
ａ
ｚ
i
e
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｇ
"
(
１
７
９
５
)
　
ｕ
乱
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
｡
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｐ
ｅ
ｌ
ａ
ｇ
ｕ
ｓ
"

(
１
８
０
０
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―
　
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
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ｎ
ｇ

ｅ
ｉ
ｎ
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ｉ
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ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
e
l
l
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
.
（
一
九
八
九
年
1
2
月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、

第
3
8
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
ド
イ
ツ
思
想
詩
に
つ
い
て
在
来
の
研
究
は
シ
ラ
ー
を
完
成
し
た
模

範
と
し
、
シ
ラ
ー
以
降
の
発
展
に
配
慮
を
怠
っ
た
。
こ
れ
を
本
論
は
不
十
分
と
し
、
か
つ
近
年
に

わ
か
に
盛
ん
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ド
イ
ツ
文
学
に
関
す
る
研
究
を
加
味
し
た
。
そ
し
て
一

七
九
五
年
の
『
散
策
』
で
シ
ラ
ー
が
結
局
は
、
革
命
に
協
和
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
激
動
す
る
社

会
と
そ
の
再
来
を
拒
ん
だ
の
に
対
し
、
敢
て
一
八
〇
〇
年
の
『
多
島
海
』
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
こ

の
再
来
を
念
願
し
、
新
た
な
市
民
社
会
形
成
を
目
指
し
た
点
を
筆
者
は
明
示
し
た
。

2
5
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
－
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
。
二
九
九
〇
年

1 2
月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
9
巻
、
人
文
科
学
籍
）
…
…
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
夜
」

の
神
秘
的
性
格
は
、
こ
の
詩
人
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
捧
げ
た
詩
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
と
共
通
の
密
儀
風

閉
鎖
空
間
を
念
頭
に
置
い
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
本
論
は
一
応
こ
の
種
の
読
解
を
容
認
し
つ
つ
も
、

エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
密
儀
で
は
隠
れ
た
神
秘
が
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
お
い
て
顕
正
し
た
と
す
る

後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
を
重
視
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
夜
」
が
密
儀
と
古
典
の
両
面
を
併
せ

持
つ
と
論
証
し
た
。
就
く
「
夜
」
に
既
に
古
典
造
形
の
萌
芽
を
指
摘
し
た
点
が
筆
者
の
創
見
に
他

な
ら
な
い
。
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Ａ
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I
ｕ
d
i
　
c
i
ｕ
m
社
･
　
Ｍ
t
ｉ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
刊
、
第
７
巻
）
…
…
年
来
の
書
物
一
冊
分
相
当
の
研
究
成
果
の

骨
子
を
、
国
際
学
会
誌
上
で
欧
米
等
の
諸
学
者
に
も
示
し
、
わ
が
国
の
学
術
が
物
ま
ね
上
手
な
模

倣
の
業
で
な
く
、
長
い
思
索
の
過
程
で
あ
る
点
を
本
論
は
示
し
た
。
そ
の
創
意
は
、
と
か
く
「
ロ

マ
ン
化
」
の
方
向
で
理
解
さ
れ
て
い
た
詩
節
を
、
筆
者
が
古
典
派
シ
ラ
ー
の
「
理
想
化
技
法
」
を

加
味
し
て
解
釈
し
た
点
に
あ
り
、
こ
の
結
果
ロ
マ
ン
派
の
『
夜
の
讃
歌
』
と
通
底
す
る
隠
れ
た
神

秘
が
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
繋
が
る
明
澄
な
真
理
と
表
裏
一
体
の
関
係
で
掴
ま
れ
る
に
至
っ
た
。

刀
］
。
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
再
考
－
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
関
心
圏
よ
り
。
二
九
九
一
年
1
0
月
５
日
刊
・

日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第
2
4
号
）
…
…
近
年
シ
ラ
ー
た
ち
古
典

派
の
み
を
尺
度
と
し
な
い
多
彩
な
見
方
が
文
学
研
究
に
導
入
さ
れ
る
中
で
、
次
第
に
注
目
を
浴
び

つ
つ
あ
る
ヴ
ィ
上
フ
ン
ト
を
本
論
は
取
り
上
げ
、
そ
の
意
味
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
鏡
に
探
求
し
た
。

研
究
史
上
ヴ
ィ
上
フ
ン
ト
を
古
典
派
の
観
点
で
過
小
評
価
し
な
い
諸
家
は
既
に
輩
出
し
て
い
る
も

の
の
、
更
に
古
典
派
を
も
越
え
た
次
元
に
関
連
づ
け
る
こ
と
は
暗
中
模
索
の
段
階
で
あ
る
。
そ
こ

八
（
８
）
　
　
Ｋ
Ｌ
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Ｐ
Ｓ
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Ｏ
Ｃ
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Ｒ
Ａ
　
Ｌ
Ｅ
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Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
　
(
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
）

で
筆
者
は
年
来
の
研
究
を
踏
ま
え
、
シ
ラ
ー
達
以
上
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
迫
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

を
範
と
し
た
。

2 8
．
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
・
そ
の
三
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
（
一
七
二
九
年
）
。
二

九
九
一
年

1 2
月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
0
巻
）
…
…
ハ
｝
フ
ー
の
詩
歌
で
最
も
有

名
な
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
は
、
文
学
史
家
に
よ
り
教
訓
詩
の
典
型
と
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
い
わ

ゆ
る
「
詩
的
絵
画
」
の
見
本
と
評
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
以
上
二
点
を
肝
要
と
せ
ず
、
む

し
ろ
本
質
を
詩
想
の
深
層
に
お
け
る
意
識
の
流
れ
に
見
て
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
萌
芽
と
し

た
。
従
っ
て
、
表
立
つ
描
写
や
仮
言
風
文
体
の
奥
に
、
「
内
な
る
人
間
」
の
魂
の
形
成
を
可
能
に

す
る
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
を
本
論
は
認
め
、
こ
れ
に
詩
人
自
身
す
ら
気
付
い
て
い
な
い
点
を

重
要
と
し
た
。
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７
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７
３
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(
１
７
８
７
)
｡
　
　
(
　
1
九
九
二
年
1
2
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
1
巻
、

人
文
科
学
篇
）
…
…
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
は
『
聖
書
』
と
係
わ
り
、
ゲ
土
ア
の
『
イ

フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
は
別
種
の
古
典
に
関
連
す
る
と
の
二
分
法
か
ら
は
、
両
者
を
相
互
に
つ
な
ぐ
「
ダ

イ
モ
ー
ン
の
救
済
」
と
い
う
主
題
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
し
か
も
西
欧
キ
リ
ス
ト
牧
圏
は
古
代
ダ

イ
モ
ー
ン
を
悪
霊
と
し
て
罰
す
る
伝
統
を
有
し
、
こ
の
伝
統
を
破
る
着
想
に
は
馴
染
め
ぬ
傾
向
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
聖
書
』
と
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
相
互
浸
透
に
着
目
す
る
筆
者
は
、
こ
の
伝
統
と

対
立
す
る
所
に
両
作
品
の
独
創
性
を
発
掘
し
て
み
た
。
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（
一
九
九
一
年
1
2
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
1
巻
、
人
文
科
学
篇
）

…
…
…
ン
ー
フ
ー
の
『
芸
術
家
』
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
悪
霊
と
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
が
、

「
よ
り
純
粋
な
ダ
イ
モ
ー
ン
達
」
と
し
て
天
上
に
復
帰
し
て
い
る
。
そ
し
て
註
釈
に
は
『
パ
ン
と

ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
神
々
を
、
こ
の
シ
ラ
ー
の
神
々
か
ら
区
別
し
た
例
が
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
実
際
「
よ
り
純
粋
」
な
天
上
の
神
々
と
異
な
り
、
パ
ン
の
女
神
と
酒
神
バ

ッ
コ
ス
と
は
、
む
し
ろ
大
地
の
神
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
至
福
と
す
る
方
が
一
層
と
厳
し
く
既

成
宗
教
に
対
立
す
る
点
を
本
論
は
指
摘
し
た
。
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二
九
九
二
年

1 2
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
1
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
既
に
英

文
学
会
の
筋
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
ー
ロ
マ
ン
派
学
会
に
「
キ
ー
ツ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
」
と
題
し
た
論

文
が
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
類
例
と
同
様
ロ
マ
ン
主
義
の
圏
内
で
両
詩
人
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
で

は
双
方
の
詩
魂
の
源
ギ
リ
シ
ア
が
軽
視
さ
れ
る
と
の
批
判
か
ら
、
筆
者
は
独
文
学
会
の
筋
と
し
て
、



九
（
９
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

類
は
、
そ
れ
自
体
を
自
己
完
結
し
た
作
品
と
し
て
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
と
、
興
味
が
沸
き
に
く
い
。

し
か
し
後
に
シ
ラ
ー
遠
の
思
想
詩
に
お
い
て
展
開
す
る
理
念
の
萌
芽
を
、
ハ
ラ
ー
に
見
い
出
す
な

ら
事
情
が
変
っ
て
く
る
と
筆
者
は
洞
察
し
た
。
そ
こ
で
通
例
の
文
学
鑑
賞
が
率
先
し
て
扱
う
教
訓

や
描
写
に
留
ま
ら
ず
、
本
論
は
敢
て
意
識
の
深
層
で
問
わ
れ
て
い
る
形
而
上
の
難
問
を
も
手
が
け
、

こ
う
し
て
精
神
史
の
伝
統
へ
も
視
野
を
広
げ
、
と
か
く
修
辞
上
に
偏
し
た
文
学
研
究
に
こ
こ
で
新

機
軸
を
開
い
た
。

1 7
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
四
－
晩
鐘
と
時
祷
。
二
九
八
八
年
６

月
４
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
7
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
全
1
8
句
の
『
パ
ン
と
ぶ

ど
う
酒
』
第
一
節
の
中
央
部
に
は
、
都
市
の
噴
泉
、
教
会
の
晩
鐘
、
時
を
告
げ
る
夜
警
が
登
場
す

る
。
こ
れ
ら
は
普
通
ロ
マ
ン
派
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
1
8
世
紀
初
頭
に
、
遁
世
風
の
無
常
観
を
こ
め
て

受
け
取
っ
て
以
来
、
あ
て
ど
な
き
無
限
の
彼
方
へ
と
憧
れ
る
詩
想
と
し
て
読
み
解
か
れ
易
い
。
筆

者
は
一
応
こ
う
し
た
観
点
に
も
一
理
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
実
は
噴
泉
な
ど
が
詩
人
の
心
根
に
有
情

の
生
命
感
を
与
え
、
し
か
も
革
命
期
の
躍
動
を
告
げ
る
都
市
の
諸
相
と
協
和
し
得
る
表
象
で
あ
る

点
を
指
摘
し
た
。
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二
九
八
八
年
1
0
月
1
0

日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
7
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
と
言
え

ば
、
や
は
り
神
々
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ア
を
美
化
し
た
シ
ラ
ー
の
理
想
化
技
法
が
称
え

ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
こ
の
通
説
と
違
い
、
本
論
は
む
し
ろ
「
神
々
」
の
対
極
に
あ
る
唯
一

神
を
示
す
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
の
方
に
重
心
を
置
き
、
こ
こ
に
シ
ラ
ー
な
ら
で
は
の
分
析
の
見

事
な
批
判
精
神
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
、
あ
く
ま
で
シ
ラ
ー
の
批
判
精
神
を
継

承
し
た
と
し
、
と
か
く
シ
ラ
ー
と
異
な
る
純
粋
な
抒
惰
性
に
の
み
力
点
を
置
ぐ
通
説
を
筆
者
は
批

判
し
た
。
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二

九
八
八
年
‥

1
1
1
1
　
　
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
7
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
「
息
吹
き
が

林
苑
の
樹
頭
を
天
上
へ
と
揺
り
動
か
す
」
と
あ
る
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
1
3
毎
に
つ
き
、
例
え

ば
バ
イ
ス
ナ
ー
氏
（
一
九
五
二
年
）
は
句
末
の
「
上
へ
」
（
回
｛
｝
と
い
う
表
現
を
重
視
し
た
り
、

ま
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
氏
（
一
九
六
八
年
）
は
「
息
吹
き
」
が
『
聖
書
』
の
「
霊
」
を
連
想
さ
せ
る
と

指
摘
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
実
証
本
位
の
語
釈
し
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
は
、
視
覚
造
形
見

事
な
ギ
リ
シ
ア
と
の
対
比
の
下
、
古
エ
″
ダ
以
来
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
の
特
性
で
あ
る
静
聴
に
留
意
し
、

こ
の
観
点
で
詩
句
を
意
味
づ
け
た
。

2
0
．
『
生
の
な
か
ば
』
論
補
遺
－
ア
イ
フ
ル
『
鏡
後
へ
の
眼
指
』
（
一
九
八
三
年
）
批
判
。
二

九
八
九
年
１
１
　
　
月
１
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第
2
2
号
）

…
…
…
心
理
分
析
に
巧
み
な
ア
イ
フ
ル
氏
は
、
『
生
の
な
か
ば
』
前
半
を
そ
れ
自
体
で
丸
く
収
め
る

在
来
の
解
釈
を
不
十
分
と
批
判
し
、
こ
こ
に
「
鏡
後
へ
の
眼
指
」
を
認
め
、
更
に
後
半
に
目
覚
め

た
意
識
の
破
局
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
筆
者
は
後
半
の
破
局
を
、
心
理
の
裏
面
へ
と
廻
り
こ

ん
だ
「
鏡
後
へ
の
眼
指
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
真
理
の
明
鏡
に
直
面
し
て
破
滅
せ
ざ
る
を
得
ぬ

現
存
の
悲
劇
と
し
て
把
え
、
こ
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
も
紛
う
悲
壮
美
に
こ
そ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
な
ら
で
は
の
創
作
の
真
髄
を
見
い
出
し
た
。

2
1
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
五
－
林
苑
と
盟
約
。
二
九
八
九
年
1
2

月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
8
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第

一
節
の
中
央
部
に
お
け
る
教
会
の
晩
鐘
や
息
吹
く
林
苑
は
、
往
時
の
ド
イ
ツ
の
姿
を
想
わ
せ
、
こ

れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
目
指
す
。
だ
が
詩
人
の
姿
勢
が
懐
古
調
で
な
く
、
む
し
ろ
伝
承
の
遺
産
を

新
た
な
市
民
社
会
形
成
の
礎
と
し
て
生
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
、
本
論
は
指
摘
し
、
例

え
ば
び
’
マ
ン
氏
（
一
九
二
九
年
）
が
「
保
守
的
文
化
理
念
」
の
代
表
と
み
な
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
を
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
を
継
承
し
、
こ
れ
を
躍
動
す
る
古
代
に
結
び
っ
け
た
詩
人

と
し
て
見
直
し
て
み
た
。

2
2
．
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
・
そ
の
ニ
ー
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
。
二
九
八

九
年
1
2
月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
8
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
朝
の
思
い
』
に

関
し
筆
者
は
、
敢
て
初
稿
と
改
稿
を
対
比
し
て
、
改
稿
後
ハ
ラ
ー
が
削
除
し
た
詩
句
に
こ
そ
斬
新

な
点
を
見
い
出
し
た
。
更
に
当
詩
歌
の
新
し
い
面
と
し
て
本
論
は
、
第
3
3
句
以
下
に
表
現
さ
れ
た

巨
象
と
大
鯨
に
着
目
し
、
こ
れ
を
後
の
時
代
に
シ
ラ
ー
が
生
涯
驚
嘆
し
続
け
た
点
を
重
視
し
た
。

問
題
は
巨
体
と
魂
の
霊
妙
な
結
び
つ
き
に
強
い
形
而
上
の
関
心
を
払
う
点
に
あ
る
。
筆
者
は
ハ
ラ

ー
に
端
初
を
発
す
る
こ
の
点
を
、
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
展
開
に
と
り
肝
要
と
し
、
文
学
研
究
を
哲
学

の
領
域
へ
と
広
げ
た
。
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二
一
九
八
九
年
1
2

月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
8
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
ふ
コ
迄
キ
リ
ス
ト
像
を
論

じ
る
時
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
詩
句
そ
の
も
の
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
常
に
一
般
論
が
目
立
っ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
本
論
は
何
よ
り
第
1
0
7
句
で
微
妙
に
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
と
キ
リ
ス
ト
教
の
唯

一
神
と
の
間
を
揺
れ
動
く
男
性
三
人
称
単
数
の
代
名
詞
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
ギ
リ
シ
ア

と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
の
繋
ぎ
と
な
る
キ
リ
ス
ト
像
を
確
認
し
た
。
同
時
に
当
代
名
詞
が
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
詩
論
で
要
と
な
る
中
間
休
止
の
理
論
の
実
践
で
あ
る
点
も
筆
者
が
国
際
的
に
始
め
て

指
摘
を
し
た
。



つ
。
す
る
と
美
し
い
自
然
に
彩
ら
れ
た
前
半
に
や
た
ら
情
趣
が
指
摘
さ
れ
、
後
半
に
結
晶
し
た
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
な
ら
で
は
の
悲
壮
美
が
留
意
さ
れ
な
い
。
筆
者
は
こ
の
原
因
を
、
前
半
と
後
半
を
相

互
に
補
い
合
う
表
裏
一
体
と
し
て
掴
ま
ず
、
前
半
の
み
に
丸
く
収
ま
る
詩
想
を
求
め
る
傾
向
に
見

た
。
そ
し
て
後
半
の
悲
壮
美
を
こ
そ
重
視
す
る
本
論
は
、
こ
れ
を
も
含
む
作
品
の
全
体
を
美
し
い

と
評
し
た
。

９
．
内
省
と
光
明
－
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
て
二
九
八
六
年
２

月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
4
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
都
市
像
の
描
写
と
し
て

片
付
け
ら
れ
気
味
な
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
を
、
内
省
す
る
魂
に
映
じ
深
化
さ
れ
た
高
次
の

現
実
と
し
て
本
論
は
考
察
し
た
。
例
え
ば
「
燈
火
」
を
「
淡
い
油
燈
の
光
」
と
す
る
英
訳
で
は
、

昔
日
の
浪
漫
情
緒
し
か
醸
し
出
せ
ず
、
こ
こ
で
慎
ま
し
く
も
厳
そ
か
に
生
育
す
る
市
民
意
識
が
留

意
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
は
月
影
の
光
明
を
も
宿
す
話
題
の
燈
火
に
浴
し
た
都
市
像
で
は
、
新

時
代
を
開
く
生
成
が
あ
り
、
し
か
も
旧
体
制
の
宮
廷
文
化
に
は
望
め
な
い
響
き
が
高
鳴
る
、
と
筆

者
は
指
摘
し
た
。

1
0
．
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
－
「
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
」
㈲
～
剛

／
「
神
話
の
神
」
田
～
㈲
。
二
九
八
六
年
３
月
2
9
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
4
巻
、

人
文
科
学
篇
）
…
…
…
ン
ー
フ
ー
学
徒
と
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
理
想
界
ギ
リ
シ
ア
と
現
実
と
の
亀

裂
を
挟
り
出
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
二
元
論
に
留
ま
る
シ
ラ
ー
と
異
な
り
、
敢
て
対
立
の
只
中

に
調
和
を
目
指
す
。
こ
の
際
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
な
ら
で
は
の
純
粋
な
抒
情
性
の
表
出
が
一
役
買
う
こ

と
は
当
然
だ
が
、
同
時
に
作
品
に
平
衡
あ
ら
し
め
る
詩
人
の
中
間
休
止
の
理
論
も
重
要
で
あ
る
。

従
っ
て
普
通
と
か
く
感
情
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
る
通
説
が
、
つ
い
抒
情
と
理
論
の
相
互
補
完
性
を

見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
筆
者
は
指
摘
し
た
。

1
1
。
松
明
と
燈
火
－
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
に
お
け
る
光
の
対
位
法
。

二
九
八
六
年
５
月
3
1
日
刊
・
日
本
1
8
世
紀
学
会
編
『
年
報
』
第
１
号
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

第
１
句
で
月
夜
に
映
え
て
点
る
心
の
「
燈
火
」
を
、
本
論
は
詩
人
の
魂
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
を
目
指

し
生
成
す
る
光
明
と
、
他
方
そ
の
第
２
句
の
華
麗
な
「
松
明
」
を
、
詩
句
の
文
字
通
り
「
馬
車
」

と
共
に
「
過
ぎ
去
る
」
と
読
み
取
っ
た
。
そ
し
て
宮
廷
オ
ペ
ラ
文
化
を
象
徴
す
る
松
明
と
、
そ
の

対
極
に
あ
る
心
の
燈
火
を
、
筆
者
は
ド
イ
ツ
文
学
の
専
門
外
に
あ
る
対
立
項
、
即
ち
1
8
世
紀
の
軽

妙
酒
脱
な
貴
族
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
、
共
和
国
の
謹
厳
な
市
民
ル
ソ
ー
と
に
呼
応
さ
せ
、
学
際
化
の

促
進
に
尽
し
た
。

1
2
。
シ
ラ
ー
対
ク
ラ
イ
ス
ト
ー
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
と
『
唯
一
神
礼
讃
』
。
二
九
八
六
年
１
１
　
　

月
1
0
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第
1
9
号
）
…
…
…
ン
｝
フ
ー
の
『
ギ

一
〇
（

1 0
）
　
　
Ｋ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
　
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
　
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
　
(
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
）

リ
シ
ア
の
神
々
』
が
、
そ
れ
自
体
十
分
豊
か
な
内
容
を
有
す
る
せ
い
も
あ
っ
て
、
そ
の
論
敵
ク
ラ

イ
ス
ト
の
『
唯
一
神
礼
讃
』
は
余
り
吟
味
さ
れ
ず
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
こ

の
詩
を
当
時
の
雑
誌
よ
り
直
接
引
用
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
国
立
シ
ラ
ー
博
物
館
よ
り
そ
の
複
写
を

取
り
寄
せ
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
こ
の
結
果
、
こ
う
し
た
論
敵
の
成
果
を
も
丁
寧
に

見
比
べ
て
み
る
方
が
、
当
時
群
を
抜
い
て
い
た
シ
ラ
ー
の
独
自
性
を
一
層
と
明
確
に
取
り
出
せ
る

こ
と
を
本
論
は
示
し
た
。

1
3
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
ニ
ー
「
思
慮
深
い
家
長
」
。
二
九
八
六

年
１
１
Ｈ
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
5
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
学
際
化
の
今
日
、

こ
こ
で
は
抒
情
詩
研
究
に
社
会
経
済
史
の
資
料
を
活
用
し
、
詩
想
の
内
実
へ
と
切
り
こ
ん
だ
。
即

ち
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
対
立
あ
る
調
和
」
を
、
第
４
句
の
「
思
慮
深
い

家
長
」
に
確
か
め
る
べ
く
、
こ
の
家
長
の
背
後
に
控
え
る
詩
人
の
友
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ル
の
商
会
経
営

に
焦
点
を
あ
て
た
。
す
る
と
商
会
は
８
名
の
親
方
と
経
営
主
と
で
構
成
さ
れ
、
こ
の
相
互
の
間
は

主
従
関
係
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
比
較
的
共
和
主
義
風
で
互
い
に
対
等
な
立
場
に
よ
り
成
り
立
っ

て
い
た
と
推
さ
れ
た
。

1
4
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
－
「
神
話
の
神
」
�
。
二
九
八
六
年
1
2
月
2
7
日
刊
・

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
5
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
悲
劇
性
の

表
出
を
眼
目
と
し
、
そ
の
最
高
潮
は
第
6
2
向
に
「
轟
く
偉
大
な
る
運
命
」
に
確
か
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
運
命
の
国
ギ
リ
シ
ア
を
完
成
す
る
キ
リ
ス
ト
像
は
第
四
一
句
で
、
こ
の
「
運
命
」
と
睨
み
合
い
、

「
運
命
の
歩
み
の
只
中
へ
と
踏
み
こ
ん
で
く
る
」
と
言
え
る
。
こ
れ
を
本
論
は
、
詩
人
が
古
典
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
に
見
い
出
し
か
「
敵
意
の
只
中
で
の
宥
和
」
と
い
う
理
論
を
、
実
作
に
応
用
し
た
成

果
と
考
え
、
今
ま
で
専
ら
悲
劇
論
で
の
み
扱
わ
れ
て
い
た
理
論
を
抒
情
表
現
に
ま
で
敷
行
し
た
。

1
5
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
三
－
「
離
在
」
と
「
噴
泉
」
。
二
九
八

七
年
９
月
2
6
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
6
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う

酒
』
第
一
節
は
、
第
６
向
ま
で
の
都
市
の
諸
相
に
対
し
、
第
７
向
以
下
が
内
省
へ
と
向
か
う
。
但

し
筆
者
は
、
在
来
の
研
究
が
大
体
こ
の
前
後
に
断
絶
を
見
た
の
に
対
し
、
む
し
ろ
双
方
の
内
な
る

つ
な
が
り
を
重
視
し
た
。
つ
ま
り
第
６
句
ま
で
を
単
な
る
都
市
の
外
観
の
描
写
で
な
く
、
第
７
句

以
下
で
内
省
す
る
魂
と
響
き
合
う
詩
人
の
心
象
と
本
論
は
考
え
た
。
殊
に
第
４
向
で
「
収
支
得
失

を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
」
と
、
第
９
句
の
「
孤
独
な
者
」
と
が
、
こ
こ
で
異
質
な
者
同
志
の
稀
有

な
出
会
い
を
形
造
る
。

1
6
。
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
（
ハ
ラ
ー
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
）
そ
の
丁
序
言
、
（
一
九
八
七

年
一
1
1
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
6
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
ハ
ー
フ
ー
の
教
訓
詩



一
一
（
1
1
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

　
研
究
紹
介
（
一
九
七
八
年
秋
よ
り
一
九
九
四
年
春
に
至
る
高
橋
克
己
の
左
記
業
績
は
、
全
て
個

人
に
よ
る
単
著
の
学
術
論
文
で
あ
る
）

　
　
学
術
論
文
（
紹
介
文
は
約
二
〇
〇
字
）

１
．
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
「
ギ
リ
シ
ア
的
」
な
も
の
と
「
祖
国
的
」

な
も
の
に
つ
い
て
。
二
九
七
八
年
1
0
月
3
0
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ

文
学
論
集
』
第

1 1

1 1
一
号
）
…
…
詩
人
は
祖
国
ド
イ
ツ
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
が
、
相
互
対
立
し
つ
つ
高
度

な
緊
張
を
織
り
成
す
点
に
重
心
を
置
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
の
独
文
学
会
筋
の
研
究
成
果

は
、
余
り
に
祖
国
の
意
義
を
力
説
し
よ
う
と
努
め
る
た
め
に
、
と
か
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
軽
視
し

が
ち
と
な
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
本
論
は
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
関
す
る
定
評
あ
る
シ
ュ

ミ
ッ
ト
氏
の
研
究
（
一
丸
六
八
年
）
を
俎
上
に
の
せ
た
。
批
判
の
的
は
、
詩
人
が
心
の
糧
と
し
た

古
典
古
代
を
、
氏
が
そ
れ
に
相
応
し
く
追
体
験
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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ｐ
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ｎ
ｋ
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.
（
一
九
七
九
年
２
月
1
3
日
刊
・
高
知
大
学
学

術
研
究
報
告
、
第
2
7
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
『
パ
ヽ
ノ
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
中
心
で
歌
わ
れ
た
古
代
神

話
世
界
は
ロ
ー
マ
で
な
く
ギ
リ
シ
ア
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
博
識
な
古
典
教
養
を
強
味
と
す
る
諸
家
、

西
独
の
バ
イ
ス
ナ
ー
氏
（
一
九
五
一
年
）
や
英
国
の
ハ
リ
ソ
ン
氏
（
一
九
七
五
年
）
は
、
ウ
ェ
ル

ギ
リ
ウ
ス
や
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
を
混
入
し
て
、
結
局
的
外
れ
な
解
明
に
終
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本

論
と
し
て
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
魂
を
揺
り
動
か
す
に
足
る
純
粋
な
古
典
神
話
に
焦
点
を
あ
て
、

こ
の
言
わ
ば
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
真
髄
を
押
さ
え
た
上
で
、
上
述
の
諸
家
を
批
判
し
て
み
た
。

３
．
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
訳
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
精
神
。
二
九
七
九
年
1
0
月

3 0
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第

1 2
号
）
…
…
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
訳
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
原
典
に
宿
る
悲
壮
美
を
湛
え
て
い
て
名
高

い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
こ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
作
品
の
最
高
潮
と
み
な
せ
る
第
八
二
三
句

以
下

1 1
1
1
句
を
取
り
上
げ
、
原
典
と
一
緒
に
比
べ
て
み
た
。
こ
の
際
、
実
証
本
位
で
訳
語
の
正
確
を

旨
と
す
る
ヴ
ィ
リ
ゲ
氏
（
一
九
六
六
年
）
と
、
七
五
調
を
駆
使
し
て
平
家
物
語
風
の
悲
哀
を
溶
ま

せ
た
呉
氏
（
一
九
六
〇
年
）
の
翻
訳
を
、
言
わ
ば
触
媒
と
し
て
加
え
た
。
す
る
と
古
典
美
に
親
和

す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
訳
の
持
味
が
出
た
。

４
．
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
。
二
九
八
四
年
３
月
1
0
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究

報
告
、
第
3
2
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
ふ
っ
う
抒
情
詩
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

の
場
合
、
そ
の
冒
頭
の
都
市
像
は
関
心
の
的
と
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
研
究
上
こ
の
都
市
像
に
留

意
し
て
も
、
お
お
よ
そ
詩
魂
に
は
疎
遠
な
外
界
と
し
て
片
付
け
ら
れ
た
。
筆
者
は
こ
う
し
た
通
説

に
異
議
を
唱
え
、
一
見
疎
遠
に
映
る
外
界
の
都
市
像
が
、
実
は
詩
想
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
精
神
と

深
く
か
か
わ
る
点
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
後
に
高
唱
さ
れ
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
共
和
精
神
は
、
こ

の
都
市
像
を
介
し
て
革
命
後
の
共
和
制
実
現
と
呼
応
す
る
形
で
活
き
て
き
た
。

５
．
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｕ
Ｅ
Ｒ
　
-
　
｡
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｕ
ｎ
t
"
　
i
n
　
Ｈ
０
　
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
｡
Ｂ
ｒ
乱
ｕ
乱
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
"
　
(
１
８
０
０
-
１
８
０
１
)
｡

二
九
八
四
年

1 0
月
１
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
編
『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
7
3
号
）
…
…
宙
ｔ
門
家
に
よ
る

和
訳
全
集
で
学
会
の
識
者
に
よ
り
「
抜
か
り
の
な
い
商
人
」
と
翻
訳
さ
れ
、
ヴ
ァ
ッ
ク
ヴ
ィ
ッ
ツ

氏
の
研
究
（
一
丸
八
二
年
）
で
搾
取
階
級
を
示
す
と
解
さ
れ
た
言
葉
を
、
本
論
は
「
思
慮
深
い
家

長
」
と
読
み
、
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
詩
人
の
親
友
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ル
を
、
こ
の
背
後
に
見
た
。
そ
れ
の

み
な
ら
ず
筆
者
は
、
一
八
三
二
年
刊
の
年
鑑
に
収
録
さ
れ
た
工
場
目
録
に
着
目
し
、
一
七
九
七
年

創
始
の
ラ
ン
ダ
ウ
ェ
ル
絨
毯
毛
織
物
商
会
に
分
散
工
場
型
で
問
屋
制
の
形
営
形
態
を
確
か
め
、
こ

の
共
和
精
神
を
詩
想
解
明
に
役
立
て
た
。

６
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｔ
ｚ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
.
.
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
乱
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
"
　
―
　
｡
.
Ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｕ
m
　
ｒ
ｕ
ｈ
ｅ
ｔ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｄ
t
"
｡
二
九
八

四
年
１
１
‥
　
　
月
１
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第
1
7
号
）
…
…
ド

イ
ツ
抒
情
詩
史
上
ゲ
土
ア
の
「
な
べ
て
の
峯
に
憩
い
あ
り
…
」
を
、
英
国
の
ウ
ィ
ル
キ
ン
ソ
ン
女

史
（
一
九
四
九
年
）
は
絶
賛
し
、
こ
こ
に
「
完
全
な
静
寂
」
を
認
め
た
。
だ
が
人
里
離
れ
た
大
自

然
に
抱
か
れ
た
絶
対
の
境
地
は
、
死
の
姿
を
の
ぞ
か
せ
る
、
と
本
論
は
指
摘
し
、
む
し
ろ
『
パ
ン

と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
に
兆
す
「
生
動
す
る
静
謐
」
に
軍
配
を
あ
げ
た
。
さ
ら
に
敢
て
祈

り
と
言
え
る
心
境
も
、
前
者
の
寂
静
の
無
よ
り
は
、
む
し
ろ
絶
え
ず
寄
せ
返
す
波
動
に
和
す
る
後

者
の
内
面
の
律
動
に
あ
る
と
筆
者
は
主
張
し
た
。

フ
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
－
「
シ
ラ
ー
の
問
題
提
起
」
剛
～
剛
／
「
古
典
ギ
リ

シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
」
。
二
九
八
五
年
３
月
2
5
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
3
巻
、

人
文
科
学
篇
）
…
…
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
魂
の
古
里
と
す
る
ヅ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
以
来
の
伝
統
の
中
で
、

シ
ラ
ー
の
持
前
は
理
想
界
ギ
リ
シ
ア
と
の
断
絶
を
深
く
意
識
す
る
点
に
あ
り
、
実
は
シ
ラ
ー
学
徒

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
、
こ
の
断
絶
を
自
覚
し
て
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
悲
壮
美
を
詩
想
の
核
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
純
粋
な
抒
惰
性
を
強
調
す
る
通
例
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
は
、
そ
の
「
至
福
な

る
ギ
リ
シ
ア
」
に
シ
ラ
ー
学
徒
な
ら
で
は
の
心
の
裂
け
目
を
見
落
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
本
論
は

話
題
の
魂
の
亀
裂
を
礎
と
し
て
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
を
始
め
た
。

８
．
西
欧
の
夜
「
乏
し
き
時
代
」
－
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
生
の
な
か
ば
』
論
。
二
九
八
六
年
２

月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
3
4
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
…
と
か
く
『
生
の
な
か
ば
』

は
、
作
者
の
人
生
の
有
為
転
変
で
読
み
解
か
れ
易
く
、
幸
福
か
ら
悲
惨
へ
と
転
じ
た
伝
記
が
表
立



く
、
詩
人
が
『
救
世
主
』
を
歌
お
う
と
す
る
時
に
、
英
雄
叙
事
詩
で
は
就
く
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
が

心
を
占
め
て
い
た
点
も
、
一
七
四
八
年
八
月
一
〇
日
付
の
ボ
ー
ド
マ
ー
に
宛
て
た
ラ
テ
ン
語
の
書

簡
か
ら
解
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
詩
人
は
、
ボ
ー
ド
マ
ー
の
訳
し
た
『
失
楽
園
』
に
触
れ
、
「
こ
れ

が
立
所
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
(
ｉ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｘ
　
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
ｏ
　
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｓ
)
を
心
の
奥
に
ま
で
燃
え

立
た
せ
た
」
と
告
白
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
」
の
迢
り
に
は
留
意
せ
ず
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
冷
静
な
『
ア
エ

ネ
ー
イ
ス
』
冒
頭
を
規
準
に
、
『
救
世
主
』
冒
頭
を
分
析
し
、
そ
れ
を
二
つ
に
分
け
ま
す
。
そ
れ

は
資
料
剛
で
引
用
文
の
右
に
ａ
と
ｂ
で
区
別
し
て
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
批
評
家
に
よ
れ
ば
、
初

め
の
七
句
は
内
容
梗
概
で
、
何
を
歌
う
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
続
く
第
八
句
以
下
は
神
の

ｓ
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
　
　
Ｎ
ｓ
ｓ
ｌ

霊
（
９
耳
）
　
へ
の
呼
び
か
け
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
冒
頭
の
七
句
で
ウ
ェ

ル
ギ
リ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
建
国
を
物
語
る
旨
を
述
べ
、
そ
の
後
で
第
八
句
に
お
い
て
詩
歌
の
女
神
ム

ー
サ
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
『
救
世
主
』
の
歌
い

出
し
は
、
『
ア
于
不
Ｉ
イ
ス
』
が
「
我
は
歌
う
」
（
～
目
）
と
始
め
て
い
ま
す
か
ら
、
敢
て
「
我
、
‘

不
滅
の
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
歌
う
」
と
直
説
法
で
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。

　
成
程
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
倣
え
ば
、
自
我
意
識
が
出
ま
す
。
但
し
『
ア
于
不
Ｉ
イ
ス
』
の
場
合
、

こ
の
自
我
意
識
は
控
え
目
の
表
わ
れ
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
ロ
ー
マ
の
詩
人
に
は
、
詩
歌
の
父
ホ

メ
ー
ロ
ス
の
よ
う
な
神
々
と
の
生
き
た
関
係
が
失
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
敢
て
高
邁
に
「
歌

え
、
如
禰
よ
」
と
せ
ず
に
、
慎
し
く
「
我
は
歌
う
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト

ッ
ク
は
キ
リ
ス
ト
者
で
す
。
従
っ
て
、
第
一
句
で
歌
い
出
し
ま
す
「
不
滅
の
魂
」
こ
そ
ば
、
『
イ

ー
リ
ア
ス
』
の
女
神
ム
ー
サ
に
相
当
す
る
切
実
な
願
望
の
的
で
す
。
す
な
わ
ち
『
救
世
主
』
の
詩

人
は
「
不
滅
の
魂
」
を
既
に
所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
正
に
乞
い
求
め
て
、
そ
の
憧
れ
の
対

象
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
読
み
取
れ
ま
す
。

　
こ
ん
な
具
合
で
す
か
ら
、
「
不
滅
の
魂
」
に
対
し
『
救
世
主
』
の
詩
人
の
置
か
れ
た
状
況
は
、

詩
歌
の
女
神
ム
ー
サ
に
対
し
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
占
め
る
位
置
に
似
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
『
イ
ー
リ
ア

ス
』
に
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
肖
り
、
そ
の
古
典
に
脹
る
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
(
Ｋ
Ｖ
ｔ
V
l
K
L
）
」

を
第
一
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
批
評
家
レ
フ
ン
ン
グ
の
関
心
は
別
の
所
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
十

六
書
簡
（
資
料
㈲
）
に
転
じ
ま
す
と
、
今
度
は
ロ
ー
マ
の
『
詩
論
』
で
名
高
い
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス

か
ら
批
評
の
尺
度
が
取
り
出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
「
控
え
目
」
(
Ｂ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
己
の
要
請
で
、

「
大
言
壮
語
す
る
者
と
し
て
歌
い
始
め
る
な
か
れ
」
と
言
う
こ
と
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
非
難
さ

れ
る
の
は
、
正
に
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
冒
頭
で
す
。
こ
の
歌
い
出
し
を
原
典
で
引
用
し
た
上
で
、
レ

ッ
シ
ン
グ
は
六
音
節
の
「
ペ
ー
レ
ー
イ
ア
デ
オ
ー
」
な
ど
長
々
と
し
た
歌
い
ぶ
り
、
そ
れ
に
「
歌

一
二
（
1
2
）

K
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
　
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
　
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
　
(
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
）

え
」
と
い
う
高
邁
な
命
令
口
調
が
大
言
壮
語
の
証
拠
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
ま
す
。

　
　
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
冒
頭
は
大
言
壮
語
、
し
か
し
同
じ
詩
人
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
作
品
と
し
て
伝
わ
る

『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
の
方
は
逆
に
、
む
し
ろ
控
え
目
の
権
化
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
但
し
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
ロ
ー
マ
の
『
詩
論
』
を
規
準
に
し
て
の
話
で
す
。
実
は
別
の
観
点
が
あ
り
、
ク
ロ
プ
シ

ュ
ト
ッ
ク
は
こ
ち
ら
に
従
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
既
に
触
れ
て
お
き
ま
し
た
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊

気
（
り
ヽ
唇
１
）
」
を
重
視
す
る
『
崇
高
論
』
の
立
場
で
す
。
後
の
時
代
の
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
、

こ
の
観
点
か
ら
古
典
ギ
リ
シ
ア
を
把
え
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
と
言
え
ば
何
よ
り
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
詩

人
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
『
崇
高
論
』
の
語
る
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
に

注
目
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
資
料
㈲
に
ご
ざ
い
ま
す
第
九
章
の
第
1
3
節
で
す
。
こ
こ
で
は

詩
人
の
絶
頂
期
（
ｉ
互
）
に
創
作
さ
れ
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
比
べ
、
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
に
は

老
年
の
特
質
が
指
摘
さ
れ
、
こ
う
述
べ
ら
れ
ま
す
。
「
す
な
わ
ち
詩
篇
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
溢
れ

る
あ
の
緊
迫
、
平
版
に
な
ら
ず
峡
士
≒
格
調
が
落
ち
る
こ
と
な
き
あ
の
崇
高
さ
（
応
晋
已
、

途
絶
え
る
こ
と
な
き
悲
壮
美
保
９
ま
じ
の
あ
の
迢
り
が
、
も
は
や
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
に
は
見

ら
れ
な
い
。
」
と
あ
り
、
例
の
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
」
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
こ
そ
宿
る
点
が

強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
の
斑
り
」
に
つ
い
て
は
、
第
三
三
章
の
第
５

節
か
ら
の
引
用
文
が
物
語
り
ま
す
。
こ
こ
に
併
せ
て
先
程
触
れ
ま
し
た
ボ
ー
ド
マ
ー
に
ク
ロ
プ
シ

ュ
ト
ッ
ク
が
宛
て
た
一
七
四
八
年
八
月
一
〇
日
付
書
簡
も
掲
げ
ま
し
た
。
文
面
に
ご
ざ
い
ま
す
「
ホ

メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
(
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｘ
　
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
ｏ
　
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｓ
）
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ヽ

ア
』
で
な
く
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
由
来
す
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
聖
火
で
あ
り
、
こ
れ
を
伝
え
る

こ
と
が
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
達
の
課
題
な
の
で
し
た
。

平
成
五
年
（
一
九
九
百

平
成
五
年
（
一
九
九
三
）

九
月
一
日
受
理

十
二
月
二
十
七
日
発
行



一
三
（
1
3
）
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

世
主
』
冒
頭
に
関
し
て
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
感
受
性
と
レ
ッ
シ
ン
グ
の
知
性
と
が
両
極
分

解
し
て
い
る
様
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
感
受
性
に
は
反
省
が
欠
け
て
お
り
、
鋭
い
知
性
に
難
点
を
突
か
れ
る
と
動
揺
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
『
救
世
主
』
を
批
判
す
る
知
性
の
側
に
も
問
題
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ
　
　
パ
ラ
ド
ク
ッ
ッ

ち
余
り
に
理
詰
の
思
考
で
押
し
切
る
た
め
、
『
聖
書
』
の
本
質
に
あ
る
背
理
(
ｊ
ｉ
ａ
ｐ
ｄ
５
ｏ
£
ｏ
ｖ
)
ま

で
も
排
除
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
無
自
覚
な
が
ら
、
こ
の
背
理
を
思

わ
ず
口
に
出
し
た
も
の
の
、
後
で
素
面
の
分
別
に
従
い
削
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ
が
や
が
て
分

別
知
が
否
定
し
た
逆
説
の
妙
を
正
当
化
し
、
こ
れ
を
詩
歌
の
肝
心
要
の
所
で
生
か
す
時
代
が
到
来

し
ま
す
。
そ
の
例
が
資
科
剛
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
救
世
主
』
批
評
か
ら
数
年
後
、
一
七
五
九
年
に
出
ま
し
た
ハ
ー
マ
ン

の
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
追
憶
録
』
で
ま
ず
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
「
空
虚
な
知
性
」
(
ｄ
ｅ
ｒ

ｌ
ｅ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
こ
そ
が
「
実
り
豊
か
と
な
る
」
と
か
、
「
待
望
の
英
雄
」
で
あ
る
「
最
も
美
し

き
者
」
（
キ
リ
ス
ト
）
が
、
「
傷
だ
ら
け
で
松
孵
ば
れ
で
一
杯
の
者
」
に
他
な
ら
ぬ
と
言
う
所
に
、

『
聖
書
』
の
背
理
が
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
皆
様
も
良
く
御
存
知
の
『
生
の
な
か
ば
』
（
一
八

〇
五
年
）
の
真
中
に
あ
た
る
第
七
句
の
表
現
、
「
神
聖
な
る
（
陶
酔
の
中
で
の
）
目
覚
め
」
は
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
残
し
た
逆
説
の
妙
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
勿
論
こ
れ
も
東
方
ギ

リ
シ
ア
語
圏
の
神
秘
思
想
に
親
し
み
ま
す
と
、
例
え
ば
そ
こ
に
示
し
ま
し
た
ニ
ュ
ッ
サ
の
教
父
グ

レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
の
『
雅
歌
註
解
』
言
一
丸
〇
年
頃
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
古
来
の
矛
盾
語
法

(
ｏ
ｌ
ｉ
ｊ
ｉ
ｕ
ｏ
ｐ
ｏ
ｖ
)
だ
と
解
か
り
ま
す
（
Ｐ
Ｇ
　
四
四
・
八
七
三
Ｂ
／
九
九
二
Ａ
等
）
。

　
㈲
「
歌
え
、
不
滅
の
魂
よ
、
…
」
(
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
　
ｕ
ｎ
ｓ
t
ｅ
r
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
｡
　
｡
し

　
さ
て
今
迄
お
話
し
申
し
上
げ
た
中
に
「
Ｋ
Ｍ
Ｅ
Ｖ
Ｕ
ａ
（
邑
の
感
受
性
「
５
ｑ
雪
ｑ
迅
」
と
言
う
話

題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
ギ
リ
シ
ア
神
話
風
に
言
い
換
え
る
と
、
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
」

(
５
ａ
ｉ
|
ｉ
ｏ
ｖ
i
o
ｖ

i
t
ｖ
ｅ
ｔ
j
f
i
a
)
と
な
り
ま
す
。
こ
の
出
典
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
著
作
と
し
て
伝
わ
る
『
崇

高
論
』
第
三
三
章
の
第
五
節
で
、
こ
の
古
代
の
優
れ
た
美
学
論
文
は
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
古
典
の

鏡
と
し
て
、
そ
の
見
事
な
造
形
力
に
加
え
て
、
こ
の
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
」
を
重
視
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
『
救
世
主
』
９
　
頭
、
つ
ま
り
資
料
田
に
ご
ざ
い
ま
す
歌
い
出
し
、
「
歌
え
、
不
滅
の

魂
よ
、
…
」
を
考
察
す
る
場
合
、
殊
に
気
に
留
め
る
べ
き
な
の
が
、
こ
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
由

来
す
る
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
批
評
家
レ
フ
ン
ン
グ
は
、
こ
の
「
ダ
イ
モ
ー
ン
の
霊
気
」
に
無
頓
着
の
ま
ま
、
『
救

世
主
』
の
歌
い
始
め
に
色
々
と
苦
情
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
故
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ク
ロ
プ
シ

ュ
ト
ッ
ク
は
歌
い
出
し
に
関
す
る
限
り
、
批
評
家
が
何
を
言
お
う
と
、
後
に
書
き
改
め
る
こ
と
を

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
応
レ
フ
ン
ン
グ
の
批
評
を
資
料
㈲
で
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
は
一
七
五
三
年

の
『
書
簡
』
で
初
め
て
刷
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
初
出
は
二
年
前
の
一
七
五
一
年
で
、

そ
の
時
に
も
「
英
雄
（
叙
事
）
詩
『
救
世
主
』
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
従
っ
て
批

評
家
は
、
歴
代
の
英
雄
叙
事
詩
を
色
々
と
引
き
合
い
に
出
し
て
、
『
救
世
主
』
を
吟
味
し
ま
す
。

　
ま
ず
第
十
五
書
簡
で
レ
ッ
シ
ン
グ
が
引
用
し
ま
す
の
は
、
ロ
ー
マ
建
国
を
歌
っ
た
ウ
ェ
ル
ギ
リ

ウ
ス
の
叙
事
詩
『
ア
子
不
Ｉ
イ
ス
』
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
も
西
方
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
ら
し
く
、

第
一
の
範
例
は
ギ
リ
シ
ア
で
な
く
ロ
ー
マ
か
ら
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
当
時
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト

ッ
ク
達
に
と
り
、
英
雄
叙
事
詩
と
言
え
ば
、
何
よ
り
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
も
の
が
念
頭
に
あ
っ
た

こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
『
救
世
主
』
に
先
駆
け
て
類
似
の
詩
想
を
展
開
し
た
敬
虔
主

義
者
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
叙
事
詩
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
』
（
一
七
二
〇
年
）
を
想
い
起
こ
し
て
下
さ
い
。

こ
の
ラ
テ
ン
語
の
六
歩
格
ヘ
ク
サ
メ
ト
ロ
ン
で
書
か
れ
た
作
品
が
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
な
く
『
ア

子
不
Ｉ
イ
ス
』
を
模
範
と
し
た
こ
と
は
確
実
で
す
。
そ
れ
程
ギ
リ
シ
ア
の
方
が
新
ら
し
い
も
の
と

映
り
ま
し
た
。
丁
度
そ
れ
は
私
達
の
国
の
場
合
で
す
と
、
本
居
宣
長
が
一
七
六
四
年
か
ら
一
七
九

八
年
に
か
け
て
『
古
事
記
傅
』
を
著
わ
す
ま
で
、
む
し
ろ
『
日
本
書
紀
』
の
方
が
尊
ば
れ
た
の
に

似
て
い
ま
す
。

　
今
で
は
ま
ず
『
古
事
記
』
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
英
雄
叙
事
詩
と
言
え
ば
何
よ
り
『
イ
ー
リ
ア

ス
』
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
の
常
識
は
、
い
ず
れ
も
十
八
世
紀
の
成
果
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に

古
典
ギ
リ
シ
ア
の
発
見
は
、
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
な
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
誤
り
な
い
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
勿
論
そ
れ
は
精
神
の
発
見
で
あ
り
ま
し
て
、
単
に
古
典
語
を
近
代
語
へ
と
翻
訳
し
た
の

な
ら
諸
外
国
の
方
が
早
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
想
い
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
名
高
い
ヴ

ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
ギ
リ
シ
ア
模
倣
論
』
が
出
だ
の
は
一
七
五
五
年
で
し
た
。
つ
ま
り
目
下
話
題

の
『
救
世
主
』
お
よ
び
そ
の
批
評
よ
り
後
で
す
。
で
す
か
ら
『
救
世
主
』
が
敢
て
『
ア
于
不
Ｉ
イ

ス
』
で
な
く
、
む
し
ろ
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
い
る
点
は
重
要
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
。
は
こ
の
肝
心
要
の
所
を
見
落
と
し
た
よ
う
で
す
。

　
第
一
に
歌
い
出
し
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
資
料
り
を
御
覧
下
さ
い
。
「
歌
え
、
不
滅
の
魂
よ
、
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
が
み
　
　
　
　
　
メ
ー
ニ
ナ
・
ｊ
ｆ
デ
　
テ
ー
ア
ー

と
は
、
「
怒
り
を
歌
え
、
女
神
よ
、
…
」
（
Ｍ
ｆ
ｉ
ｖ
i
ｖ
　
ｆ
ｃ
ｉ
Ｓ
ｅ
｡
　
　
ｉ
Ｊ
ｅ
ｄ
｡
　
｡
：
）
と
始
ま
す
『
イ
ー
リ
ア
ス
』

冒
頭
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
ま
た
『
救
世
主
』
第
五
句
で
、
「
か
く
し
て
永
遠
な
る
者
の
意
志
が

成
就
し
た
。
」
と
あ
る
の
も
、
「
そ
の
よ
う
に
ゼ
ウ
ス
の
意
志
が
成
就
し
た
。
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
『
イ

ー
リ
ア
ス
』
第
一
歌
の
第
五
句
を
想
わ
せ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
詩
句
に
現
わ
れ
た
結
果
だ
け
で
な



も
の
」
で
あ
る
と
『
神
学
大
全
』
（
―
の
４
の
２
）
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
ま
す
。

　
当
時
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
理
路
整
然
と
し
た
分
析
批
評
が
説
得
力
を
有
し
た
よ
う
で
、
『
救

世
主
』
の
詩
人
も
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
と
、
そ
の
表
現
を
削
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
神

秘
思
想
に
お
け
る
否
定
神
学
の
伝
統
を
自
覚
す
る
な
ら
、
そ
の
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
西
方
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
の
場
合
は
、
と
か
く
理
知
本
位
の
肯
定
神
学
が
表
立
ち
易
い
も
の

で
す
。
そ
し
て
修
道
院
が
教
育
施
設
と
な
り
、
学
同
上
の
認
識
の
世
俗
化
か
容
認
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
東
方
ギ
リ
シ
ア
語
文
化
圏
で
は
、
名
高
い
霊
峰
ア
ト
ス
に
顕
著
な
非
世
俗
化
と
神
秘
思

想
が
基
調
を
な
し
、
肯
定
神
学
よ
り
否
定
神
学
が
重
ん
じ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
『
救
世
主
』
の
「
孤
独
な
知
恵
」
に
関
し
、
資
料
田
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
孤

ｓ
Ｎ
Ｘ
　
　
ヘ
ー
シ
ュ
カ
ス
テ
ー
ス

独
な
者
(
ｆ
ｉ
ｃ
Ｔ
Ｄ
ｖ
ａ
ａ
-
ｒ
ｒ
i
ｑ
)
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
孤
独
の
中
で
こ
そ
体
得
さ
れ
得

る
逆
説
の
妙
が
話
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
六
世
紀
の
著
作
『
楽
園
の
棚
子
』
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
χ
　
　
ク
リ
ー
マ
ク
ス

で
、
著
者
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
梯
子
（
刄
冒
品
）
に
因
ん
で
ク
リ
ー
マ
コ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

問
題
な
の
は
第
二
七
段
目
で
、
「
孤
独
な
者
は
、
肉
体
な
ら
ざ
る
も
の
を
、
肉
体
の
住
居
に
宿
さ

ん
と
努
め
競
い
合
う
者
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
著
者
は
堂
々
と
「
背
理
」
(
i
ｔ
ａ
ｐ
ｄ
５
０
１
０
ｖ
)

と
呼
ん
で
憚
か
り
ま
せ
ん
（
Ｐ
Ｇ
　
八
八
・
一
〇
九
七
Ｂ
）
。
こ
れ
は
言
わ
ば
坐
禅
に
通
ず
る
も

の
で
す
が
、
果
し
て
有
限
と
無
限
、
完
全
と
不
完
全
を
峻
別
す
る
啓
蒙
時
代
の
教
養
人
レ
ッ
シ
ン

グ
に
は
、
こ
れ
が
辻
棲
の
合
わ
ぬ
こ
と
と
思
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
が
『
救
世
主
』
の
詩
人

が
「
孤
独
な
知
恵
」
を
歌
っ
た
時
に
は
、
た
と
え
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
ど
こ
か
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
χ
ｌ
ｓ
　
ヘ
ー
シ
ュ
カ
ス
テ
ー
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
％
Ｉ
一
一

奥
底
で
東
方
ギ
リ
シ
ア
の
孤
独
な
者
(
■
ｎ
ｃ
ｒ
ｕ
Ｙ
ａ
ａ
Ｔ
ｒ
i
c
)
に
つ
な
が
る
逆
説
思
考
が
働
い
て
い
た
に

相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
も
な
く
ば
資
料
剛
の
『
救
世
主
』
冒
頭
で
歌
わ
れ
た
「
不
滅
の
魂
」
(
ｕ
ｎ
ｓ
t
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
)

-
o
、
呻
に
つ
な
び
ら
な
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
も
塊
と
陣
を
店
び
つ
け
る
も
乃
は
、
ク
ロ

１
１
　
’
／
｜
―
Ｉ
．
―
ｌ
ｊ
『
―
　
、
ｊ
　
－
－
　
・
　
　
　
　
　
　
Ｉ
ｊ
　
一
～
　
一
ノ
　
ー
ｓ
ｚ
．
ｉ
ｌ
～
ｙ
　
「
～

プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
場
合
、
プ
ラ
ト
ー
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
打
ち
出
す
知
性
（
岩
戸
）
で
な

　
　
　
　
　
　
ｘ
ｓ
ｓ
　
　
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス

く
、
む
し
ろ
感
受
性
(
ａ
'
l
O
'
Ｏ
Ｔ
ｉ
ａ
ｉ
ｃ
)
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
知
性
が
君
臨
す
る
な
ら
、
レ
フ
ン

ン
グ
の
優
位
は
揺
ら
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
が
感
受
性
に
重
心
が
移
れ
ば
、
立
場
は
逆
転
し
ま
す
。
そ

こ
で
資
料
㈲
に
は
こ
の
関
連
で
興
味
深
い
霊
峰
ア
ト
ス
の
『
聖
山
文
書
』
（
一
三
四
〇
年
－
四
一
年
）

を
示
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
何
よ
り
も
、
「
知
性
（
き
戸
）
を
越
え
て
神
を
目
指
す
神
秘
的
合
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
χ
ｓ
Ｎ
　
ヘ
ー
シ
ュ
カ
ス
テ
ー
ス

と
「
純
粋
な
祈
り
」
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
実
践
す
る
の
が
他
な
ら
ぬ
孤
独
な
者
(
■
ｎ
Ｃ
Ｔ
Ｕ
Ｙ
ａ
ｏ
Ｔ
ｎ
？
)

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
Ｐ
Ｇ
　
一
五
〇
・
コ
ー
二
八
Ｃ
）
。
そ
し
て
『
聖
山
文
書
』
の
著
者
パ
ラ
マ

　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
シ
ュ
カ
ス
テ
ー
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
χ
　
　
χ
χ

Ｉ
ス
は
、
『
孤
独
な
る
聖
者
た
ち
の
弁
明
』
と
題
し
た
三
部
作
で
、
こ
の
神
秘
と
祈
り
の
場
が

「
T
ｔ
Ｖ
Ｅ
葡
ａ
（
霊
）
の
感
受
性
(
ａ
ｉ
ａ
ｉ
３
Ｔ
|
ｏ
ｉ
ｃ
)

ｊ
（
Ｉ
の
３
の
2
1
）
に
、
つ
ま
り
文
字
通
り
漢
字
で
い

一
四
（
1
4
）
　
　
Ｋ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
　
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
　
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
　
(
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
）

う
霊
感
に
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
霊
感
の
伝
続
こ
そ
が
正
統
な
キ
リ
ス
ト
教
に
脈
打
っ
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
ま
す
（
一
五
五
頁
）
。

　
果
し
て
『
救
世
主
』
も
、
こ
う
し
た
霊
感
の
成
果
で
な
か
っ
た
ら
、
知
性
が
作
り
上
げ
た
頭
の

産
物
に
過
ぎ
な
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
但
し
、
プ
ラ
ト
ー
ン
風
に
神
を
「
最
高
の
純
粋
な
諸
概

念
」
に
よ
り
考
え
る
レ
ッ
シ
ン
グ
に
は
、
感
受
性
に
神
の
霊
が
宿
る
こ
と
が
正
に
矛
盾
で
あ
り
背

理
(
7
ｔ
ａ
ｐ
ｄ
８
ｏ
Ｅ
ｏ
ｖ
)
に
他
な
ら
ず
、
理
に
適
わ
ぬ
故
に
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

『
救
世
主
』
の
詩
人
ま
で
も
が
、
こ
の
合
理
化
の
波
に
乗
せ
ら
れ
、
冒
頭
の
第
十
三
句
以
下
を
大

巾
に
書
き
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
言
う
こ
と
は
、
歌
う
と
言
う
行
為
で
神
秘
思
想
に
つ
な
が

り
な
が
ら
も
、
未
だ
詩
人
の
反
省
す
る
意
識
は
西
方
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
に
お
け
る
理
知
本
位
の
考

え
方
に
制
約
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
既
に
資
料
剛
で
御
確
認
い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、
結
局
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
「
孤
独
な
知
恵
」

と
共
に
、
「
探
求
す
る
霊
」
が
「
見
透
す
」
と
い
う
表
現
も
除
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
も
二
律
背
反

の
矛
盾
語
法
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
詩
人
が
表
現
し
た
時
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
χ
　
　
パ
ラ
ド
ク
ッ
ッ

だ
は
ず
の
『
聖
書
』
の
言
葉
そ
の
も
の
も
背
理
(
7
t
ａ
ｐ
ｄ
５
ｏ
£
ｏ
ｖ
)
を
含
む
と
読
み
取
れ
ま
す
。
そ

れ
は
資
料
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
。
『
第
一
コ
リ
ン
ト
書
簡
』
（
２
の
1
0
）
に
お
け
る
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言

葉
で
す
。
「
（
神
の
聖
な
る
）
霊
（
Ｐ
耳
）
は
探
究
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
神
性
の

深
み
を
も
」
と
あ
り
、
探
し
求
め
る
こ
と
と
見
透
す
こ
と
の
双
方
が
一
体
化
し
て
探
し
究
め
る
神

の
働
き
を
、
使
徒
は
結
果
だ
け
で
な
く
、
究
め
る
と
い
う
過
程
を
も
含
ん
だ
働
き
の
全
体
に
お
い

て
掴
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
探
索
と
究
明
を
体
裁
よ
く
分
離
す
る
分
別
知
で
パ
ウ

ロ
は
神
の
働
き
を
把
え
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
、
分
別
知
に
と
り
、
こ
れ
は
背
理

(
j
t
ａ
ｐ
ａ
Ｓ
ｏ
Ｓ
ｏ
ｖ
)
と
映
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
皆
様
刀
巾
に
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
ゲ
「
陣
刀
右
ｆ
刀
真
哩
す
べ
て
・
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
真

理
の
探
索
(
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
)

ｊ
を
こ
そ
願
っ
た
文
面
を
想
い
起
こ
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
一
七
七
八
年
の
『
或
る
答
弁
』
に
お
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
有
限

性
の
自
覚
が
、
『
救
世
主
』
を
批
評
す
る
時
に
も
基
本
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
完
全
に
し
て

無
限
な
神
と
、
有
限
に
し
て
不
完
全
な
人
間
と
の
間
に
は
、
越
え
難
い
断
絶
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

点
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
は
、
こ
う
し
た
断
絶
の
意
識
が
薄
い
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
高
邁
な
魂

の
歌
声
で
キ
リ
ス
ト
の
大
い
な
る
業
に
肉
迫
せ
ん
と
す
る
心
構
え
で
読
者
を
強
く
牽
き
つ
け
ま
す

け
れ
ど
も
、
つ
い
勇
足
が
出
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
魂
の
底
か
ら
湧
く
霊
気
の
迢
り
と
、

同
時
に
冷
静
な
目
覚
め
の
意
識
と
の
両
方
が
、
相
互
に
働
き
合
っ
て
始
め
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
よ
う
な
円
熟
し
た
作
品
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
今
回
話
題
の
『
救



一
五
（
1
5
）

は
じ
め
に

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
二
巻
　
二
九
九
三
年
）
　
人
文
科
学

こ
こ
の
と
こ
ろ
神
秘
思
想
が
脚
光
を
浴
び
、
理
路
整
然
と
し
た
哲
学
や
神
学
に
片
寄
ら
ぬ
研
究

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ル
ト
で
す
が
、
こ
の
筋
は
脈
々
と
流

　
勿
論
ド
イ
ツ
で
神
秘
思
想
家
と
言
え
ば
、
ま
ず
工
丿
ク
ハ

れ
て
、
敬
虔
主
義
～
圧
～
ａ
）
に
ま
で
至
り
ま
す
。
そ

こ
で
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
で
敬
虔
主
義
を
話
題
と
し
ま
す
と
、
何
よ
り
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の

『
救
世
主
』
が
浮
上
し
ま
す
。
こ
れ
を
今
回
は
啓
蒙
主
義
と
対
決
さ
せ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
鋭
い
知
性
の
持
主
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
る
『
救
世
主
』
批
評
を
、
一
つ
神
秘
思
想
を
も
包
ん

だ
広
い
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
鑑
み
て
、
吟
味
し
て
み
ま
す
。
す
る
と
エ
″
ク
ハ
ル
ト
を
異
端
と

し
て
切
り
捨
て
た
狭
い
西
方
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
の
理
知
本
位
の
考
え
方
が
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
や

啓
蒙
主
義
も
含
め
て
、
反
省
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
見
直
さ
れ
ま
す
の
が
、
東

方
ギ
リ
シ
ア
語
文
化
圏
に
花
開
い
た
神
秘
思
想
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
の
中
に
は
三
年
前
一
九
九
〇

年
秋
に
、
私
か
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ギ
リ
シ
ア
に
関
し
ま
し
て
、
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
神
秘
思
想

を
御
紹
介
申
し
上
げ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
御
記
憶
の
方
も
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
私

か
属
し
て
お
り
ま
す
中
国
四
国
支
部
が
、
鳥
取
大
学
で
秋
の
研
究
発
表
会
を
担
当
し
ま
し
た
折
に
、

「
真
善
美
(
Ｋ
ａ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ａ
)
の
諸
相
」
と
題
し
か
企
画
に
お
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
は
本
題
に
移
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
。
ク
も
レ
ブ
ン
ン
グ
も
皆
様
良
く
御

存
知
で
す
か
ら
、
伝
記
な
ど
の
説
明
は
省
略
し
ま
す
。
た
だ
『
救
世
主
』
冒
頭
三
歌
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
の
が
、
一
七
四
八
年
で
あ
り
ま
し
た
点
は
御
確
認
下
さ
い
。
こ
の
時
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク

は
満
二
十
四
歳
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
私
達
で
す
と
修
士
論
文
を
提
出
す
る
頃
で
す
。
ま
た
後
に

『
救
世
主
』
を
レ
ッ
シ
ン
グ
が
、
一
七
五
三
年
の
『
書
簡
』
で
批
評
い
た
し
ま
し
た
時
、
こ
の
新

鋭
の
批
評
家
も
同
じ
年
頃
で
し
た
。
で
す
か
ら
二
人
の
仕
事
に
は
、
若
々
し
い
瑞
々
し
さ
が
辰
り
、

各
々
の
長
所
と
欠
点
が
素
直
な
型
で
出
て
い
ま
す
。
一
方
は
洞
々
と
魂
の
歌
声
を
奏
で
、
他
方
は

鋭
い
分
析
の
冴
を
見
せ
ま
す
。

剛
「
孤
独
な
知
恵
」
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ａ
ヨ
の
Ｗ
ｅ
ｉ
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
t
)
と
「
探
求
す
る
霊
」
(
f
o
r
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
r
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
t
)

　
御
手
元
の
資
料
剛
に
は
、
一
七
四
八
年
に
出
ま
し
た
初
版
の
『
救
世
王
』
冒
頭
が
引
用
し
て
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
七
五
一
年
の
ハ
レ
版
『
救
世
主
』
冒
頭
五
歌
に
受
け
継
が
れ
ま
す
。

そ
し
て
話
題
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
批
評
が
あ
り
、
そ
の
結
果
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
第
十
三
句
以
下

を
書
き
改
め
た
よ
う
で
す
。
今
回
ま
ず
取
り
上
げ
ま
す
の
は
、
特
に
資
料
田
で
下
線
を
施
し
た
部

分
で
す
。
そ
の
下
に
一
七
五
五
年
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
版
『
救
世
主
』
冒
頭
五
歌
の
第
十
三
句
以

下
を
引
用
し
ま
し
た
。
比
べ
て
い
た
だ
く
と
、
お
解
か
り
の
よ
う
に
、
下
線
部
の
言
葉
は
削
ら
れ

て
、
別
な
風
に
書
き
変
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
以
後
こ
の
ま
ま
決
定
版
ま
で
、
つ
ま
り
一

七
九
九
年
か
ら
翌
年
に
か
け
公
刊
さ
れ
ま
し
た
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
版
『
救
世
主
』
全
二
十
歌
に
ま
で
持

ち
こ
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
資
料
㈲
に
は
、
こ
の
書
き
換
え
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
レ
フ
ン
ン
グ
の
発
言
を
掲
げ

ま
し
た
。
そ
の
論
旨
ば
理
に
適
っ
た
と
言
う
点
で
は
明
快
で
す
。
す
な
わ
ち
「
Ｆ
ｒ
ｃ
ｈ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｅ
ｎ
（
見

透
す
こ
と
）
が
生
じ
る
所
で
は
、
Ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
探
求
）
が
止
む
」
と
い
う
風
に
、
論
理
上
の
整

合
性
が
表
に
出
て
お
り
ま
す
。
更
に
「
孤
独
な
知
恵
」
に
関
し
ま
し
て
レ
ブ
ン
ン
グ
は
、
「
神
の

霊
（
９
ぽ
）
は
思
索
せ
ん
と
す
る
時
に
、
片
隅
（
Ｗ
ｉ
ｎ
ｋ
ｅ
ｌ
)
　
へ
赴
く
べ
き
か
？
」
と
、
疑
念
を

呈
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
神
の
知
恵
」
は
「
孤
独
」
で
な
く
、
「
孤
独
」
な
の
は
「
人
間
の
知
恵
」

に
過
ぎ
な
い
と
言
う
意
見
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
『
救
世
主
』
の
キ
リ
ス
ト
像
は
、
む
し
ろ
孤
独
な
姿
を
取
っ
て
い
ま
す
。
先
程
御

覧
い
た
だ
い
た
資
料
田
の
改
稿
後
を
決
定
版
で
引
き
続
き
見
て
参
り
ま
す
と
、
第
三
一
句
に
「
イ

エ
ス
は
身
を
隠
し
て
い
た
」
と
、
ル
タ
ー
訳
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
（
1
2
の
3
6
）
を
踏
ま
え
た
表
現

が
あ
り
、
あ
く
ま
で
隠
れ
て
働
き
か
け
る
神
の
子
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
ま
す
。
更
に
第
四
五
句
以

下
を
御
覧
下
さ
い
。
「
イ
エ
ス
は
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ａ
ｍ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
（
孤
独
な
夜
ま
た
夜
）
を
、
父
（
な
る
神
）

を
眺
め
つ
つ
、
祈
り
な
が
ら
真
剣
に
目
覚
め
て
い
た
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
文
字
通
り
孤
独
に

力
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
イ
エ
ス
の
大
い
な
る
業
は
、
目
立
つ
こ
と
な
く
密
や
か
に
行
な
わ

れ
ま
す
。
丁
度
ヨ
ハ
ネ
が
福
音
書
の
冒
頭
（
Ｉ
の
1
0
）
で
申
し
ま
す
よ
う
に
、
「
（
神
の
）
光
は
世

に
あ
っ
た
が
、
・
：
世
（
の
人
々
）
は
光
を
知
ら
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
「
孤
独

な
知
恵
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
他
方
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
に
光
っ
て
い
て
見
え
ぬ
光
と
言
っ
た
逆
説
を
背
理
と
し
て
斥

け
、
資
料
②
に
ご
ざ
い
ま
す
「
最
高
の
純
粋
な
諸
概
念
」
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
a
l
l
e
ｒ
l
a
ｕ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
）
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
十
三
世
紀
の
『
神
学
大
全
』
に
代
表
さ
れ
る
中
世
ス

コ
ラ
哲
学
に
通
じ
、
そ
も
そ
も
神
は
何
で
あ
る
と
説
く
肯
定
神
学
を
想
わ
せ
ま
す
。
こ
の
対
極
に

否
定
神
学
が
あ
り
、
例
の
神
秘
思
想
家
エ
。
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
に
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
生
き
て
い

ま
す
。
そ
の
例
が
資
料
㈹
に
あ
り
、
「
神
は
こ
れ
で
も
な
い
し
、
あ
れ
で
も
な
い
」
と
、
明
確
に

肯
定
神
学
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
話
題
の
『
使
徒
行
伝
』
（
９
の
８
）
で
パ
ウ
ロ
が
見

た
神
を
、
エ
。
ク
ハ
ル
ト
は
「
無
の
存
在
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
（
Ｍ
Ｅ
　
八
二
／
八
四
）
。
だ
が

純
粋
な
知
性
概
念
で
表
わ
せ
ば
、
無
と
存
在
の
共
存
は
理
に
適
わ
ず
、
む
し
ろ
「
神
は
存
在
そ
の
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３
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ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
冒
頭
に
関
す
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
批
評
を

め
ぐ
り
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ｉ
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ｇ
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じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
頁

剛
「
孤
独
な
知
恵
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ａ
ｍ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
と
「
探
求
す
る
霊
」
(
ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
頁
－
1
3
頁

②
「
歌
え
、
不
滅
の
魂
よ
、
…
」
(
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
｡
　
.
　
.
　
.
)

2
3
頁
－
1
2
頁

一
六
（
1
6
）

K
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
（
い
）
｛
（
い
〇
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
　
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
　
(
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
）

　
　
要
旨
（
ｚ
Ｃ
Ｋ
Ｋ
ｙ
Ｓ
に
邑
約
八
〇
〇
字

　
　
レ
ッ
シ
ン
グ
は
一
七
五
一
年
の
批
評
文
で
『
救
世
主
』
冒
頭
1
6
句
を
分
析
し
吟
味
を
加
え
、
こ

　
の
際
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』
を
範
と
し
、
『
詩
論
』
が
力
説
す
る
「
控
え
目
」
を
重
ん
じ
、

　
「
大
言
壮
語
す
る
者
と
し
て
歌
い
始
め
る
な
か
れ
」
と
い
う
規
準
を
立
て
る
。
す
る
と
高
邁
な
『
イ

　
ー
リ
ア
ス
』
冒
頭
に
倣
っ
た
『
救
世
主
』
冒
頭
は
過
小
評
価
さ
れ
る
。
し
か
も
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、

　
「
歌
え
、
不
滅
の
魂
よ
、
…
」
と
始
ま
る
『
救
世
主
』
冒
頭
に
「
我
、
不
滅
の
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
。
ク
」

、
と
い
う
自
我
意
識
の
発
露
を
見
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
本
来
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
自
身
は
、
「
歌
え
、

　
　
め
が
み
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
χ
　
　
　
　
　
　
３
１
％
４

　
　
女
神
よ
、
・
：
」
と
祈
り
に
も
似
た
無
我
の
心
で
歌
い
出
さ
れ
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
冒
頭
に
あ
や
か

　
　
り
、
自
作
に
も
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
（
古
典
の
聖
）
火
」
を
伝
え
る
こ
と
に
専
心
し
、
お

　
　
お
よ
そ
表
立
っ
て
「
我
が
歌
う
」
と
い
う
姿
勢
は
な
い
。
と
本
論
は
指
摘
し
、
敢
て
『
救
世
主
』

　
　
の
歌
い
出
し
を
『
崇
高
論
』
等
に
認
め
ら
れ
る
「
霊
感
」
の
伝
統
の
下
に
見
直
し
、
余
り
に
分
別

　
　
知
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
分
析
批
評
を
不
十
分
と
す
る
。

　
　
更
に
一
七
五
三
年
の
『
書
簡
』
で
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
論
理
上
の
整
合
性
を
求
め
、
「
見
透
す
こ

　
と
が
生
じ
る
所
で
は
、
探
求
が
止
む
」
と
い
う
理
由
で
、
『
救
世
主
』
冒
頭
の
第
1
4
句
に
あ
る
「
探

　
求
す
る
霊
」
と
「
見
透
す
」
と
の
両
立
を
認
め
な
い
。
こ
れ
は
神
と
人
、
完
全
と
不
完
全
等
を
悛

　
別
し
、
「
最
高
の
純
粋
な
諸
概
念
」
を
礎
と
す
る
肯
定
神
学
に
倣
う
明
敏
な
知
性
が
、
こ
う
し
た

　
二
律
背
反
の
矛
盾
語
法
を
斥
け
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
一
七
五
九
年
の
ハ
ー
マ
ン
著
『
ソ
ー
ク
ラ

　
テ
ー
ス
追
憶
録
』
の
「
空
虚
な
知
性
」
と
か
、
一
八
〇
五
年
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
作
『
生
の
な
か
ば
』

　
の
「
聖
な
る
（
陶
酔
に
お
け
る
）
目
覚
め
」
等
に
見
ら
れ
る
逆
説
の
妙
を
本
論
は
重
視
し
、
『
救

　
世
主
』
に
お
け
る
話
題
の
矛
盾
語
法
を
、
こ
う
し
た
背
理
を
も
活
用
す
る
否
定
神
学
の
伝
統
の
下

　
に
正
当
化
す
る
。
そ
し
て
本
論
は
、
理
知
本
位
の
肯
定
神
学
や
、
ロ
ー
マ
風
の
分
別
知
を
後
楯
と

　
す
る
レ
ブ
ン
ン
グ
の
批
評
が
、
あ
く
ま
で
西
方
ラ
テ
ン
語
文
化
圏
に
固
有
で
あ
り
、
こ
の
合
理
性

　
の
圏
内
で
吟
味
す
る
限
り
、
結
局
『
救
世
主
』
冒
頭
は
正
し
く
理
解
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16

