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ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
と
マ
ー
ラ
ー

│
│
交
響
曲
第
三
番
の
歌
詞
を
め
ぐ
っ
て
│
│

岩

下

眞

好

は
じ
め
に
│
│
本
論
の
企
図

一
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
か
ら
マ
ー
ラ
ー
が
取
り
入
れ
た
歌
詞

二

マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
三
番
と
そ
の
第
四
楽
章

三

ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
思
想

四

マ
ー
ラ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解

は
じ
め
に
│
│
本
論
の
企
図

本
論
は
、
異
な
る
研
究
分
野
に
ま
た
が
る
三
つ
の
問
い
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
マ
ー
ラ
ー
研
究
に
属
す
る
問
い
と
し
て
、

作
曲
家
マ
ー
ラ
ー
が
交
響
曲
第
三
番
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
（

）』
の
一
節
を
歌
詞
に
取
り

1
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入
れ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
交
響
曲
第
三
番
の
全

体
構
想
の
な
か
で
の
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
歌
詞
の
位
置
づ
け
の
考
察
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
つ
目
の
問
い
は
、
マ
ー
ラ
ー
研
究
お

よ
び
ニ
ー
チ
ェ
思
想
受
容
史
の
両
分
野
に
ま
た
が
る
も
の
で
、
そ
う
し
た
か
た
ち
で
マ
ー
ラ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
の
歌
詞
を
自
身
の

交
響
曲
に
取
り
入
れ
る
に
当
っ
て
、
マ
ー
ラ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
思
想
、
と
り
わ
け
そ
の
永
遠
回
帰
思
想
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
つ
目
の
問
い
は
ニ
ー
チ
ェ

思
想
研
究
の
重
要
課
題
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
マ
ー
ラ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
（
あ
る
い
は
曲
解
）
が
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
そ

の
も
の
の
理
解
に
如
何
な
る
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の

永
遠
回
帰
論
の
本
質
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

一
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
か
ら
マ
ー
ラ
ー
が
取
り
入
れ
た
歌
詞

マ
ー
ラ
ー
が
交
響
曲
第
三
番
の
な
か
に
、
そ
の
第
四
楽
章
の
歌
詞
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』

か
ら
取
り
入
れ
た
の
は
、
こ
の
著
作
の
最
終
の
部
で
あ
る
第
四
部
、
そ
の
終
わ
り
か
ら
一
つ
前
の
「
夜
の
さ
ま
よ
い
人
の
歌
」

（
D
as
N
achtw
andler-Lied
（

））
と
い
う
章
か
ら
だ
っ
た
。
ア
ル
ト
独
唱
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
歌
詞
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

2

お
お
人
間
よ
！

こ
こ
ろ
し
て
聴
け
！

深
い
真
夜
中
に
語
っ
て
い
る
の
は
何
か
？

私
は
眠
っ
て
い
た
、
私
は
眠
っ
て
い
た
│
│
、

深
い
夢
か
ら
目
覚
め
た
の
だ
│
│
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世
界
は
深
い
、

し
か
も
昼
が
思
い
描
い
て
い
た
よ
り
も
深
い
の
だ
。

世
界
の
痛
み
は
深
い
│
│

悦
楽
│
│
そ
れ
は
心
の
苦
痛
よ
り
も
深
い
。

痛
み
は
言
う
、
消
え
て
し
ま
え
！

だ
が
、
す
べ
て
の
悦
楽
は
永
遠
を
欲
す
る
│
│
、

深
い
、
深
い
永
遠
を
欲
す
る
の
だ
（

）！
3

「
夜
の
さ
ま
よ
い
人
の
歌
」
の
章
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
全
篇
の
最
後
か
ら
二
番
目
に
あ
た
る
章
で
あ
り
、
ひ
ん
や
り
と
し

た
空
気
に
包
ま
れ
た
満
月
の
真
夜
中
、
陶
酔
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
こ
の
著
作
の
核
心
を
な
す
思
想
で
あ
る
「
永
遠
回
帰
」
が
総

括
的
に
示
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
マ
ー
ラ
ー
が
交
響
曲
第
三
番
の
歌
詞
と
し
て
選
び
出
し
た
十
一
行
の
詩
は
、
そ
の
章
の
最
後
に
置

か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
書
物
全
体
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
マ
ー
ラ
ー
は
、
作
曲
に
あ
た
っ
て
、
ニ
ー

チ
ェ
の
原
文
に
一
字
一
句
の
変
更
も
加
え
ず
、
こ
の
十
一
行
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
歌
詞
と
し
て
採
用
し
て
い
る
（

）。
4

も
と
も
と
、
こ
の
十
一
行
は
、『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
の
「
第
二
の
舞
踏
の
歌
」
の
章
の
第
三
節
に
お
い
て
深
夜
を
告

げ
る
鐘
の
歌
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
（

）、
第
四
部
の
こ
の
「
夜
の
さ
ま
よ
い
人
」
の
章
で
、
ま
ず
、
そ
の
意
味
が
ツ
ァ
ラ

5

ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
逐
行
的
に
解
説
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
の
解
説
の
言
葉
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
方
法
で
、
こ
の
十
一
行
の
詩
を
各
行
ご
と
に
解
釈
し

て
、
こ
の
詩
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
永
遠
回
帰
思
想
の
総
括
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
ま
ず
こ
の
章
の
第
三
節
と
第
四
節
で
「
お
お
人
間
よ
！

こ
こ
ろ
し
て
聴
け
！
…
…
深
い
真
夜
中
が
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語
っ
て
い
る
の
は
何
か
」、
と
呼
び
か
け
た
あ
と
、
詩
の
五
行
目
か
ら
十
一
行
目
の
詩
句
に
つ
い
て
第
五
節
か
ら
第
十
一
節
で
、
各

節
の
最
後
に
各
詩
行
を
引
用
す
る
か
た
ち
を
取
り
な
が
ら
逐
一
コ
メ
ン
ト
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
詩
の
五
行
目
と
六
行
目
は
第
五

節
と
第
六
節
で
、
詩
の
七
行
目
は
第
七
節
で
、
詩
の
八
行
目
は
第
八
節
で
、
詩
の
九
行
目
は
第
九
節
で
、
詩
の
十
行
目
と
十
一
行
目

は
第
十
節
と
第
十
一
節
で
、
と
い
う
対
応
関
係
と
な
る
。
そ
れ
ら
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
こ
の
章
の
最
後
の
節
で
あ
る
第
十
二
節
で
、

十
一
行
の
詩
の
全
体
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
章
が
十
二
の
節
か
ら
な
る
の
は
、
こ
の
詩
が
、
上
述
の
本
書

第
三
部
「
第
二
の
舞
踏
の
歌
」
で
、
こ
れ
ら
の
詩
が
深
夜
の
午
前
〇
時
を
告
げ
て
十
二
回
鳴
る
鐘
楼
の
鐘
の
歌
と
い
う
か
た
ち
で
示

さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
す
な
わ
ち
一
回
目
の
鐘
の
あ
と
一
行
目
が
、
二
回
目
の
鐘
の
あ
と
二
行
目
が
と
続
き
、
十
一

回
目
の
鐘
の
あ
と
に
十
一
行
目
が
歌
わ
れ
、
最
後
に
十
二
回
目
の
鐘
が
鳴
る
。
鐘
楼
の
鐘
は
、
こ
の
あ
と
再
び
一
回
だ
け
鳴
る
一
時

か
ら
十
二
回
鳴
る
十
二
時
ま
で
の
サ
イ
ク
ル
を
繰
り
返
す
。
こ
の
永
遠
に
繰
り
返
し
て
時
を
告
げ
る
鐘
楼
の
鐘
の
歌
と
い
う
着
想
が

「
永
遠
回
帰
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

詩
は
、
五
行
目
と
六
行
目
の
「
世
界
は
深
い
／
し
か
も
昼
が
想
い
描
い
て
い
た
よ
り
も
深
い
の
だ
」
か
ら
内
容
的
な
核
心
部
に
入

る
。
こ
の
二
行
は
、「
世
界
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
通
常
そ
の
言
葉
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、「
昼
」
す
な
わ
ち

生
の
領
域
内
だ
け
に
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
じ
つ
は
も
っ
と
深
く
死
の
領
域
を
も
含
ん
だ
も
の
な
の
だ
と
い
う
意
味
に
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
死
は
「
酔
い
し
れ
た
真
夜
中
の
死
の
幸
福
（

）」
と
あ
る
よ
う
に
、
陶
酔
的
な
幸
福
感
の
な
か
で

6

希
求
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
永
遠
回
帰
へ
の
確
信
が
、
死
を
前
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
陶
酔
と
幸
福
を
も
た
ら
す
の
だ
。
だ
が
、

そ
の
深
さ
を
知
ら
ず
、「
世
界
」
を
昼
＝
生
の
領
域
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
な
ら
ば
、
深
い
痛
み
、
す
な
わ
ち
、

い
つ
か
は
生
の
領
域
か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
深
い
心
の
痛
み
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
詩
の
七
行

目
の
「
世
界
の
痛
み
は
深
い
」
と
い
う
詩
句
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

昼
＝
生
の
時
間
は
「
過
ぎ
去
る
」
こ
と
を
本
質
と
し
、
正
午
か
ら
午
後
へ
と
進
み
、
夕
べ
に
、
夜
に
、
そ
し
て
真
夜
中
に
至
る
（

）。
7
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真
夜
中
と
は
死
と
直
面
す
る
刻
限
だ
。
だ
が
ま
さ
に
、
こ
の
真
夜
中
に
逆
転
が
起
こ
る
。
新
た
な
展
望
が
開
け
る
（
ち
ょ
う
ど
鐘
楼

の
時
を
告
げ
る
鐘
が
、
十
二
回
鳴
っ
て
真
夜
中
を
告
げ
る
と
、
そ
の
瞬
間
に
新
た
な
サ
イ
ク
ル
の
時
間
が
始
ま
る
よ
う
に
）。「
世
界
」
の
な

か
で
は
、
上
述
の
よ
う
な
痛
み
（
W
eh）
だ
け
で
は
な
く
、
悦
楽
（
Lust）
す
な
わ
ち
歓
び
と
快
楽
を
も
覚
え
て
い
た
で
は
な
い
か
。

し
か
も
悦
楽
は
、
人
間
が
死
に
行
く
存
在
で
あ
る
と
い
う
心
の
苦
痛
（
H
erzleide）
を
克
服
す
る
（

）。「
悦
楽
│
│
そ
れ
は
心
の
苦
痛

8

よ
り
も
深
い
」
の
で
あ
る
（
詩
の
八
行
目
）。
葡
萄
の
木
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
（

）、
本
来
は
「
完
全
に
な
っ
た
も
の
、
す
べ
て
の
成
熟

9

は
│
│
死
を
欲
す
る
（

）」
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
、
そ
の
境
地
に
達
す
る
ま
で
に
成
熟
す
る
こ
と
は
容
易
に
は
で
き
ず
、
生
き

10

た
い
と
願
う
。
痛
み
が
│
│
そ
れ
が
身
体
的
な
苦
痛
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
苦
痛
の
最
終
的
帰
結
と
し
て
の
死
を
恐
れ
る
心
的
な
苦
痛

で
あ
れ
│
│
そ
う
し
た
人
間
に
向
か
っ
て
「
消
え
て
し
ま
え
」
す
な
わ
ち
「
死
ね
」
と
恫
喝
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
九

行
目
の
「
痛
み
は
言
う
、
消
え
て
し
ま
え
！
」
の
詩
句
は
、
ひ
と
ま
ず
、
そ
う
解
釈
し
て
お
こ
う
。
そ
う
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

文
に
「
だ
が
」
と
逆
説
の
接
続
詞
が
続
き
、「
苦
悩
し
て
い
る
全
て
の
も
の
は
生
き
よ
う
と
欲
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

論
理
的
に
無
理
な
く
つ
な
が
る
。「
だ
が
」
は
、「
死
ね
と
恫
喝
さ
れ
て
い
る
が
、
だ
が
し
か
し
」
と
い
う
意
味
に
な
る
か
ら
だ
。

こ
の
詩
句
に
対
応
す
る
第
九
節
に
は
「
痛
み
は
言
う
、
消
え
て
し
ま
え
！

去
れ
、
お
ま
え
、
痛
み
よ
！
」
と
い
う
文
が
あ
り
（

）、
11

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
単
純
に
受
け
取
る
と
、
痛
み
が
痛
み
に
対
し
て
「
消
え
て
し
ま
え
！

去
れ
！
」
と
い
う
言
葉
を
告
げ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
九
行
目
の
詩
句
を
、
痛
み
が
人
間
に
「
死
ね
」
と
言
う
と
い
う
ふ
う
に
取
る
の
は
無
理
な
よ
う
に
も
見
え
る
。

だ
が
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
痛
み
が
言
う
」
言
葉
と
は
、
痛
み
に
直
面
し
た
人
間

の
頭
の
な
か
に
響
き
わ
た
る
言
葉
と
解
さ
れ
、
そ
れ
が
「
消
え
て
し
ま
え
！

去
れ
、
お
ま
え
、
痛
み
よ
！
」
と
い
う
言
葉
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
第
一
義
的
に
は
痛
み
に
苦
し
む
人
間
が
抱
く
「
痛
み
よ
、
消
え
ろ
、
去
れ
」
と
い
う
要
求
で
あ

り
願
望
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
当
の
文
が
二
つ
の
命
令
か
ら
な
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
こ
の
二
つ
の
命
令

を
と
り
あ
え
ず
切
り
離
し
て
厳
密
に
考
え
て
み
よ
う
。
一
番
目
の
命
令
（「
消
え
て
し
ま
え
」）
は
、「
消
え
る
、
死
ぬ
」（
vergehen）
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と
い
う
動
詞
の
命
令
形
を
用
い
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
語
が
も
つ
意
味
の
二
重
性
（
消
え
る
／
死
ぬ
）
か
ら
、
こ
の
第
一
の
命
令

文
の
意
味
を
二
重
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
痛
み
が
耐
え
難
い
ほ
ど
の
甚
大
な
痛
み
で
あ
る
場
合
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の

と
き
痛
み
に
苦
し
む
人
間
は
自
分
に
対
し
て
「
死
ん
で
し
ま
え
」
と
願
い
、
死
ね
ば
痛
み
は
解
消
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
取

り
も
直
さ
ず
痛
み
に
対
し
て
「
消
え
ろ
」
と
願
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
一
番
目
の
命
令
文
を
二
重
の
意
味
に
取
る
こ
と
は
、
じ

つ
は
最
終
的
に
は
同
じ
願
望
の
二
面
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
に
は
互
い
に
矛
盾
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二

番
目
の
命
令
で
あ
る
「
去
れ
、
お
ま
え
、
痛
み
よ
！
」
で
は
、「
去
れ
」
と
い
う
命
令
表
現
に
「
去
っ
て
、
離
れ
て
」（
w
eg）
と
い

う
副
詞
の
命
令
用
法
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
語
に
は
意
味
の
二
重
性
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
二
番
目
の
命
令
に
あ
っ
て
は
、

命
令
の
相
手
が
「
お
ま
え
、
痛
み
よ
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
命
令
文
は
、
痛
み
に
向
か
っ
て
単
純
に
「
去
れ
」
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

か
く
し
て
十
一
行
の
詩
の
九
行
目
「
痛
み
は
言
う
、
消
え
て
し
ま
え
！
」
は
、
先
述
の
ひ
と
ま
ず
の
解
釈
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
痛

み
が
人
間
に
向
か
っ
て
「
消
え
て
し
ま
え
」、
す
な
わ
ち
「
死
ね
」
と
恫
喝
的
に
言
う
と
い
う
意
味
と
同
時
に
、
痛
み
に
向
か
っ
て

「
消
え
て
し
ま
え
」
と
訴
え
る
、
痛
み
に
直
面
し
た
人
間
の
叫
び
を
表
現
し
て
も
い
る
と
二
重
に
解
釈
し
た
い
。
思
う
に
、
こ
う
し

た
意
味
の
重
層
性
は
ニ
ー
チ
ェ
自
身
も
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
十
一
行
の
詩
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
痛
み

よ
去
れ
と
い
う
単
純
な
意
味
に
の
み
取
れ
る
二
番
目
の
命
令
を
削
除
し
て
い
る
か
ら
だ
。
他
の
詩
句
に
あ
っ
て
は
、
各
節
に
現
れ
る

詩
句
が
、
そ
の
ま
ま
十
一
行
の
詩
の
各
行
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
最
初
の
命
令
文
が
二
重
の
意
味
を
含
ん
で

い
る
な
ら
ば
、
二
番
目
の
命
令
は
不
必
要
と
な
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
改
め
て
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
場
合
の
痛
み
と
は
、
身
体
的
な
苦
痛
を
も
意
味
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
（
し
ば
し
ば
身
体
的
苦
痛
を
と
お
し
て
実
感
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
）
だ
れ
も
が
免
れ
え
ぬ
死
と
い
う
事
実
へ
の
心
的
な
苦
痛
と
い
う
意
味
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
第
九
節
で
は
、
そ
う

し
た
痛
み
に
、
悦
楽
が
対
置
さ
れ
る
。「
悦
楽
は
自
分
自
身
を
欲
す
る
。
永
遠
を
欲
す
る
、
回
帰
を
欲
す
る
、
す
べ
て
の
も
の
の
永
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遠
の
自
己
同
一
を
欲
す
る
」
の
で
あ
る
（

）。
12

こ
れ
を
受
け
て
、
第
十
節
と
第
十
一
節
で
は
、
い
よ
い
よ
永
遠
回
帰
思
想
の
本
質
が
語
ら
れ
る
。「
ひ
と
つ
の
悦
楽
に
対
し
て
、

そ
の
通
り
と
肯
定
し
た
の
な
ら
」、
そ
れ
は
「
す
べ
て
の
痛
み
に
対
し
て
も
、
そ
の
通
り
と
肯
定
し
た
」
こ
と
に
な
る
。「
一
度
あ
っ

た
こ
と
を
二
度
欲
し
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
」、
そ
れ
は
「
す
べ
て
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
欲
し
た
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
す

べ
て
の
事
物
は
鎖
で
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
、
糸
で
結
ば
れ
、
愛
し
合
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
世
界
を
愛

し
た
」
の
だ
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
世
界
を
永
遠
に
愛
す
る
な
ら
ば
、
痛
み
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
「
消
え
て
し
ま
え
」
と
言
っ
た

あ
と
に
、「
だ
が
戻
っ
て
来
い
」
と
望
ん
で
し
か
る
べ
き
な
の
だ
。「
す
べ
て
の
悦
楽
は
永
遠
を
欲
す
る
」
の
だ
、
と
第
十
節
の
最
後

に
は
、
十
行
目
の
詩
行
が
掲
げ
ら
れ
る
（

）。
第
十
一
節
も
、
こ
れ
を
引
き
継
い
で
「
す
べ
て
の
悦
楽
は
、
す
べ
て
の
事
物
の
永
遠
を
欲

13

す
る
」
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
悦
楽
は
「
自
分
自
身
を
欲
」
し
、
蛇
の
よ
う
に
自
分
の
口
で
自
分
の
尻
を
嚙
ん
で
円
環
を
成

そ
う
と
す
る
と
説
明
し
て
、
こ
の
地
上
で
臆
す
る
こ
と
な
く
悦
楽
を
求
め
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
可
能
と
な
る
永
遠
回
帰
の
イ
メ
ー

ジ
を
示
す
（

）。
そ
し
て
第
十
一
節
は
、
十
一
行
の
詩
の
最
終
行
で
あ
る
「（
す
べ
て
の
悦
楽
は
）
深
い
、
深
い
永
遠
を
欲
す
る
の
だ
！
」

14

と
い
う
詩
句
で
締
め
括
ら
れ
る
。
こ
の
あ
と
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
第
十
二
節
で
は
全
十
一
行
の
詩
句
が
一
篇
の
詩
の
か
た
ち

で
ま
と
め
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
前
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
そ
れ
が
「
輪
唱
」
で
あ
り
、
そ
の
題
名
は
「
も
う
一

度
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
永
遠
を
極
め
つ
く
し
て
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
事
物
が
、
も
う
一
度
と

い
う
か
た
ち
で
永
遠
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
歌
う
の
だ
。
し
か
も
輪
唱
で
│
│
こ
の
十
一
行
の
詩
が
、
徹
頭

徹
尾
、
永
遠
回
帰
の
本
質
を
言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
マ
ー
ラ
ー
が
交
響
曲
第
三
番
の
第
四
楽
章
に
採
用
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
句
は
、

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
四
部
に
お
い
て
解
説
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
永
遠
回
帰
思
想
を
総
括
と
し
て
詩
句
に
凝
縮
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
詩
句
を
、
マ
ー
ラ
ー
は
、
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
交
響
曲
第
三
番
の
な
か
に
取
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り
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
と
お
し
て
、
マ
ー
ラ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
句
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
も
見
え
て
く
る

は
ず
だ
。

二

マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
三
番
と
そ
の
第
四
楽
章

ニ
ー
チ
ェ
の
詞
句
を
歌
詞
に
取
り
入
れ
た
第
四
楽
章
の
、
交
響
曲
第
三
番
全
曲
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま

ず
、
こ
の
交
響
曲
の
作
曲
過
程
お
よ
び
構
成
を
概
観
し
よ
う
。

マ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
交
響
曲
の
作
曲
に
一
八
九
五
年
に
着
手
し
、
翌
年
の
一
八
九
六
年
に
完
成
し
た
。
一
八
九
一
年
に
ハ
ン
ブ
ル

ク
市
立
劇
場
の
首
席
指
揮
者
に
就
任
し
て
い
た
マ
ー
ラ
ー
は
、
一
八
九
三
年
か
ら
一
八
九
六
年
ま
で
毎
年
、
夏
の
休
暇
を
上
部
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
ア
ッ
タ
ー
湖
畔
の
小
集
落
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
で
過
ご
し
た
。
シ
ー
ズ
ン
中
は
オ
ペ
ラ
指
揮
者
と
し
て
多
忙
な
毎
日
を

過
ご
し
て
い
た
た
め
、マ
ー
ラ
ー
が
作
曲
の
た
め
に
充
て
ら
れ
る
時
間
は
夏
の
休
暇
中
し
か
な
か
っ
た
。マ
ー
ラ
ー
は
、シ
ュ
タ
イ
ン

バ
ッ
ハ
で
、
湖
に
沿
っ
て
広
が
る
宿
の
庭
に
小
さ
な
小
屋
を
つ
く
ら
せ
、
そ
こ
に
早
朝
か
ら
昼
ま
で
籠
も
っ
て
作
曲
に
専
念
し
た
。

午
後
は
、
指
揮
者
の
ブ
ル
ー
ノ
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
や
女
流
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ナ
タ
ー
リ
エ
・
バ
ウ
ア
ー
＝
レ
ヒ
ナ
ー
ら
親
し
い
友

人
や
妹
と
連
れ
立
っ
て
、
あ
た
り
の
野
山
や
湖
畔
の
散
策
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
興
じ
た
と
い
う
。
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
で
交
響

曲
第
二
番
と
第
三
番
が
作
曲
さ
れ
た
。

交
響
曲
第
三
番
を
作
曲
す
る
過
程
で
、
マ
ー
ラ
ー
が
曲
の
全
体
お
よ
び
各
楽
章
に
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
い
た
こ
と
は
、
残
さ
れ
た

様
々
な
資
料
を
通
じ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
バ
ウ
ア
ー
＝
レ
ヒ
ナ
ー
の
『
回
想
（

）』
は
、
マ
ー
ラ
ー
の
創
作
過
程
や

15

理
念
を
詳
細
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
マ
ー
ラ
ー
は
、
本
格
的
に
作
曲
に
取
り
組
み
始
め
た

一
八
九
五
年
の
夏
、
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
で
の
散
歩
の
折
、
こ
の
交
響
曲
に
つ
い
て
、
そ
の
「
短
い
楽
章
に
は
『
少
年
の
魔
法
の
角
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ニーチェ マーラー
表１　ニーチェとマーラー略年譜

1844　ドイツ、ザクセン州レッケンに生まれる

1868　バーゼル大学員外教授

1869　同大学正教授

1872　『悲劇の誕生』

1879　バーゼル大学辞職

1880　『ツァラトゥストラ』執筆開始

1883　『ツァラトゥストラ』第１部、第２部の完成

　　　と出版

1884　同書第３部の完成と出版

1885　同書第４部の完成と出版（私家版 40 部の

　　　制作をニーチェは注文し、実際には 45 部

　　　が印刷された）

1889　トリノの広場で卒倒

1892　『ツァラトゥストラ』第４部が初めて公刊

　　　される

1900　ヴァイマールで死去

1860　オーストリア=ハンガリー帝国、ボヘミア、

　　　カリシュトに生まれる

1875　ウィーン音楽院入学

1878　ウィーン大学に学び、ジークフリート・リピ

　　　ナーと知り合い、そのサークルでニーチェ

　　　について論じ合う

1883　カッセル王立劇場第２指揮者

1886　ライプツィヒ歌劇場第２指揮者

1888　交響曲第１番完成、交響曲第２番手に着手、

　　　ブダペストのハンガリー王立歌劇場の監督に

　　　就任

1891　ハンブルク市立劇場首席指揮者

1895　交響曲第３番に着手

1896　交響曲第３番を完成

1897　ウィーン宮廷歌劇場に監督に就任

1902　交響曲第３番初演

1903　交響曲第３番をアムステルダムで指揮して

　　　大成功を博す

1904　ハイデルベルク、プラハ、ケルンで交響曲

　　　第３番を指揮

1907　ウィーンのポストを辞任

1911　ウィーンで死去



笛
』
か
ら
の
二
つ
の
詩
と
ニ
ー
チ
ェ
の
す
ば
ら
し
い
詩
と
を
用
い
た
」
こ
と
を
明
か
し
、
さ
ら
に
曲
の
全
体
の
タ
イ
ト
ル
は
「
私
の

悦
ば
し
き
知
識
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。「
私
の
悦
ば
し
き
知
識
」
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
『
悦
ば
し
き
知
識
』
を
意
識
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（

）。
バ
ウ
ア
ー
＝
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
時
点
で
マ
ー
ラ
ー
か
ら
伝
え
ら
れ
た
全
七
楽
章
構

16

成
に
よ
る
全
曲
の
各
楽
章
の
タ
イ
ト
ル
も
具
体
的
に
書
き
と
め
て
い
る
。

バ
ウ
ア
ー
＝
レ
ヒ
ナ
ー
の
『
回
想
』
に
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
記
し
た
マ
ー
ラ
ー
自
身
の
彼
女
宛
の
一
八
九
五
年
九
月
三
日
付

の
書
簡
も
収
録
さ
れ
て
い
る
（

）。
こ
の
ほ
か
、
友
人
で
あ
り
、『
自
然
科
学
』
と
い
う
標
題
の
科
学
専
門
雑
誌
を
ベ
ル
リ
ン
で
創
刊
し

17

た
物
理
学
者
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
に
宛
て
た
同
年
八
月
十
七
日
消
印
の
書
簡
や
（

）、
そ
の
一
週
間
半
ほ
ど
後
、
任
地
ハ
ン
ブ

18

ル
ク
に
戻
っ
て
か
ら
出
さ
れ
た
青
年
期
以
来
の
友
人
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
レ
ー
ル
宛
の
書
簡
（

）に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
異
同
が
あ
る
も

19

の
の
、
こ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
が
示
さ
れ
て
い
る
。
翌
一
八
九
六
年
、
全
曲
が
完
成
す
る
一
ケ
月
ほ
ど
前
の
六
月
末
に
シ
ュ
タ
イ
ン

バ
ッ
ハ
か
ら
当
時
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
ア
ン
ナ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
宛
に
出
さ
れ
た
書
簡
で
も
、
ふ
た
た

び
タ
イ
ト
ル
が
具
体
的
に
報
告
さ
れ
て
い
る
（

）。
そ
し
て
、
同
年
八
月
六
日
に
音
楽
批
評
家
マ
ッ
ク
ス
・
マ
ル
シ
ャ
ル
ク
に
宛
て
て
作

20

品
の
完
成
を
知
ら
せ
た
書
簡
で
、
マ
ー
ラ
ー
は
、
最
終
段
階
で
の
交
響
曲
第
三
番
全
曲
の
タ
イ
ト
ル
を
「
夏
の
真
昼
の
夢
」
と
し
、

各
楽
章
の
タ
イ
ト
ル
を
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
告
知
し
た
（

）。
ち
な
み
に
、
当
初
の
構
想
で
の
第
七
楽
章
は
、
後
続
す
る
別
の
交

21

響
曲
、
す
な
わ
ち
現
在
の
交
響
曲
第
四
番
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
交
響
曲
第
三
番
は
全
六
楽
章
の
作
品
と
な
っ
た
。

第
Ⅰ
部

導
入
部
「
牧
羊
神

パ

ン

が
目
覚
め
る
」

第
一
楽
章
「
夏
が
行
進
し
て
や
っ
て
来
る
（
バ
ッ
カ
ス
の
行
列
）」

第
Ⅱ
部
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第
二
楽
章
「
野
の
花
々
が
私
に
語
る
こ
と
」

第
三
楽
章
「
森
の
動
物
た
ち
が
私
に
語
る
こ
と
」

第
四
楽
章
「
人
間
が
私
に
語
る
こ
と
」

第
五
楽
章
「
天
使
た
ち
が
私
に
語
る
こ
と
」

第
六
楽
章
「
愛
が
私
に
語
る
こ
と
」

こ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
は
、
作
品
の
構
想
の
諸
段
階
で
少
し
ず
つ
変
更
が
加
え
ら
れ
て
（
そ
の
変
遷
は
表
２
（

）参
照
）、
こ
の
よ
う
な
も

22

の
に
行
き
着
く
の
だ
が
、
さ
ら
に
作
品
の
出
版
に
際
し
て
は
、
マ
ー
ラ
ー
は
作
品
が
標
題
音
楽
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ

れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
を
す
べ
て
削
除
し
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
マ
ー
ラ
ー
が
作
品
の
創
作
過
程
で
執
着
し
、
つ
ね
に
考
え
続
け
た
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
マ
ー
ラ
ー
の
理
念
や
意
図
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
作
品
に
つ
い
て
の
考
察
や
解
釈
に
あ
た
っ
て
最
大
限
に
尊

重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
交
響
曲
第
三
番
の
総
譜
の
現
在
最
も
信
頼
す
べ
き
刊
本
で
あ
る
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
ザ
ー
ル
出

版
社
刊
の
校
訂
版
マ
ー
ラ
ー
全
集
第
三
巻
に
お
い
て
も
、
校
訂
者
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ラ
ッ
ツ
は
、
そ
の
序
文
で
、
各
楽
章
の
タ
イ
ト
ル

を
具
体
的
に
引
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
重
要
性
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の

と
言
え
る
（

）。
23

さ
て
、
こ
れ
ら
の
六
つ
の
楽
章
の
う
ち
の
第
四
楽
章
で
、
先
に
解
釈
し
た
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
の
歌
詞
が
ア
ル
ト
独
唱
に
よ
っ
て
歌
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
含
め
た
交
響
曲
第
三
番
の
理
念
上
の
全
体
構
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
す
で
に
筆
者
は
私
解
を
発
表
し
て
い
る
が
（

）、
そ
れ
を
基
盤
に
、
こ
こ
で
改
め
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

24

交
響
曲
第
三
番
で
、
マ
ー
ラ
ー
が
意
図
し
た
の
は
、
自
然
、
お
よ
び
そ
れ
を
包
括
し
た
宇
宙
全
体
の
在
り
よ
う
を
、
ま
た
そ
れ
を

貫
く
原
理
を
、
音
楽
そ
の
も
の
で
直
接
に
表
現
す
る
こ
と
だ
っ
た
。「
ぼ
く
の
交
響
曲
は
、
世
界
が
い
ま
だ
か
つ
て
聴
い
た
こ
と
も
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表
２
　
第
３
交
響
曲
の
タ
イ
ト
ル
・
表
記
の
変
遷

第
１
楽
章

力
強
く

導
入

表
題

第
２
楽
章

メ
ヌ
エ
ッ
ト

第
３
楽
章

ス
ケ
ル
ツ
ァ
ン

ド第
４
楽
章

非
常
に
遅
く

第
５
楽
章

愉
快
に

第
６
楽
章

遅
く

第
７
楽
章

非
常
に

な
ご
や
か
に

幸
福
な
生
活

̶
̶
夏
の
夜
の
夢

夏
の
夜
の
夢

森
が
私
に
語
る
こ
と

夕
暮
が
私
に
語
る
こ

とカ
ッ
コ
ー
が
私
に
語

る
こ
と

（
ス
ケ
ル
ツ
ォ
）

愛
が
私
に
語
る
こ
と

子
供
が
私
に
語
る
こ

と

フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
と

楽
し
い
行
進
。
夏
が

行
進
し
て
や
っ
て
来

る（管
楽
器
と
そ
れ
に

答
え
る
コ
ン
ト
ラ
バ

ス
の
み
）

森
が
私
に
語
る
こ
と

夏
が
行
進
し
て
や
っ

て
来
る

夏
が
行
進
し
て
や
っ

て
来
る

夏
が
行
進
し
て
や
っ

て
来
る

花
々
が
私
に
語
る
こ

と夕
暮
が
私
に
語
る
こ

と（ス
ケ
ル
ツ
ォ
・
弦

楽
器
の
み
）

カ
ッ
コ
ー
が
私
に
語

る
こ
と

（
ス
ケ
ル
ツ
ォ
）

愛
が
私
に
語
る
こ
と

（
ア
ダ
ー
ジ
ョ
）

子
供
が
私
に
語
る
こ

と

私
の
悦
ば
し
き
知
識

野
の
花
々
が
私
に
語

る
こ
と

野
の
花
々
が
私
に
語

る
こ
と

野
の
花
々
が
私
に
語

る
こ
と

森
の
動
物
た
ち
が
私

に
語
る
こ
と

森
の
動
物
た
ち
が
私

に
語
る
こ
と

森
の
動
物
た
ち
が
私

に
語
る
こ
と

夜
が
私
に
語
る
こ
と

（
人
間
）

夜
が
私
に
語
る
こ
と

（
ア
ル
ト
独
唱
）

夜
が
私
に
語
る
こ
と

朝
の
鐘
が
私
に
語
る

こ
と

（
天
使
）

朝
の
鐘
が
私
に
語
る

こ
と

朝
の
鐘
が
私
に
語
る

こ
と

（
女
声
合
唱
と
ア
ル
ト

独
唱
）

愛
が
私
に
語
る
こ
と

愛
が
私
に
語
る
こ
と

愛
が
私
に
語
る
こ
と

モ
ッ
ト
ー

父
は
私
の
傷
を
見
て

く
だ
さ
る

子
供
が
私
に
語
る
こ

と
天
国
の
生
活

天
国
の
生
活

ソ
プ
ラ
ノ
独
唱

（
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
）

1.
2.

3.
4.

5.

悦
ば
し
き
知
識

̶
̶
夏
の
朝
の
夢

悦
ば
し
き
知
識

̶
̶
夏
の
朝
の
夢

デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
の
行

進
ま
た
は
夏
が
行
進

し
て
や
っ
て
来
る

夏
が
行
進
し
て
や
っ

て
来
る

夏
が
行
進
し
て

や
っ
て
来
る

（
バ
ッ
カ
ス
の
行

進
）

野
の
花
々
が
私
に
語

る
こ
と

野
の
花
々
が
私
に
語

る
こ
と

野
の
花
々
が
私

に
語
る
こ
と

森
の
動
物
た
ち
が
私

に
語
る
こ
と

森
の
動
物
た
ち
が
私

に
語
る
こ
と

森
の
動
物
た
ち

が
私
に
語
る
こ

と

夜
が
私
に
語
る
こ
と

（
人
間
）

人
間
が
私
に
語
る
こ

と

朝
の
鐘
が
私
に
語
る

こ
と

（
天
使
）

天
使
た
ち
が
私
に
語

る
こ
と

天
使
た
ち
が
私

に
語
る
こ
と

愛
が
私
に
語
る
こ
と

モ
ッ
ト
ー

父
は
私
の
傷
を
見
て

く
だ
さ
る

愛
が
私
に
語
る
こ
と

愛
が
私
に
語
る

こ
と
モ
ッ
ト
ー

父
は
私
の
傷
を

見
て
く
だ
さ
る

子
供
が
私
に
語
る
こ

と

6.
7.

8.

悦
ば
し
き
知
識

̶
̶
夏
の
真
昼
の
夢

夏
の
真
昼
の
夢

岩
山
が
私
に
語
る
こ

と（牧
神
の
目
覚
め
）

牧
神
が
目
覚
め

る

第　　一　　部

人
間
が
私
に
語

る
こ
と

第　　　二　　　部



な
い
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
！

そ
こ
で
は
全
自
然
が
、
自
分
の
声
を
得
て
、
人
間
が
か
ろ
う
じ
て
夢
の
な
か
だ
け
で
予
感
し

う
る
よ
う
な
深
い
神
秘
を
語
る
の
だ
（

）！
」。
ア
ン
ナ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
が
、
ち
な
み
に
、

25

こ
こ
で
も
マ
ー
ラ
ー
は
交
響
曲
全
体
お
よ
び
各
楽
章
の
タ
イ
ト
ル
を
告
げ
知
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ー
ラ
ー
の
次
の
よ
う
な
言
葉

が
バ
ウ
ア
ー
＝
レ
ヒ
ナ
ー
の
『
回
想
』
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
交
響
曲
の
第
一
楽
章
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
だ
。「
そ

れ
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
音
楽
で
は
な
く
、
た
だ
の
自
然
音

ナ
ト
ゥ
ー
ア
・
ラ
ウ
ト

だ
。
生
命
の
な
い
硬
直
し
た
物
質
か
ら
│
│
こ
の
楽
章
を
『
岩
山

が
私
に
語
る
こ
と
』
と
名
付
け
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
│
│
生
命
が
し
だ
い
に
身
を
よ
じ
っ
て
離
れ
、
一
段
階
ご
と
に
、

花
、
動
物
、
人
間
と
い
っ
た
よ
り
高
度
な
発
展
形
態
に
分
化
し
て
ゆ
き
、
最
後
に
精
神
の
領
域
、
つ
ま
り
『
天
使
た
ち
』
に
ま
で
達

す
る
過
程
に
は
、
人
を
ぞ
っ
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
（

）。」
な
ぜ
マ
ー
ラ
ー
が
、
こ
の
発
展
過
程
に
は
「
人
を
ぞ
っ
と
さ
せ
る
も
の
が

26

あ
る
」（
schaurich）
と
言
っ
た
の
か
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
は
置
い
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
マ
ー
ラ
ー
自

身
の
こ
れ
ら
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
、
交
響
曲
第
三
番
の
理
念
上
の
全
体
構
想
を
示
す
な
ら
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。

生
命
の
な
い
物
質
（
岩
石
や
鉱
物
な
ど
）
だ
け
か
ら
な
る
硬
直
し
た
世
界
に
夏
が
や
っ
て
来
て
、
自
然
が
も
つ
根
源
的
な
力
が
、

こ
れ
ま
で
ひ
そ
ん
で
い
た
生
命
に
芽
生
え
と
成
長
発
展
を
促
し
、
や
が
て
生
命
は
勝
利
の
歓
声
を
上
げ
て
地
上
を
席
捲
す
る
（
第
一

楽
章
）。
長
大
な
第
一
楽
章
は
、
単
独
で
交
響
曲
全
体
の
「
第
一
部
」
と
さ
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
の
理
念
の
序
論
に
し
て
総
論
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
自
然
が
内
包
す
る
根
源
的
な
生
命
の
原
理
│
│
生
命
の
芽
生
え
〜
成
長
と
開
花
〜

結
実
〜
死
〜
種
子
〜
生
命
の
芽
生
え
と
い
う
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
サ
イ
ク
ル
│
│
が
暗
示
的
に
、
だ
が
き
わ
め
て
印
象
深
く
示
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
第
二
楽
章
か
ら
第
六
楽
章
ま
で
が
「
第
二
部
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
い
わ
ば
各
論
と
し

て
、
こ
の
原
理
が
根
源
的
な
力
と
し
て
作
用
し
発
現
す
る
さ
ま
を
個
々
に
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
特
徴
的
な
の
は
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
マ
ー
ラ
ー
が
、
先
に
引
用
し
た
彼
自
身
の
言
葉
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
一
段
階
ご
と
に
、
花
、
動
物
、
人
間
と

い
っ
た
よ
り
高
度
な
発
展
形
態
に
分
化
」
し
、「
最
後
に
精
神
の
領
域
、
つ
ま
り
『
天
使
た
ち
』
に
ま
で
達
す
る
」
と
い
う
ヒ
エ
ラ
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ル
キ
ー
的
な
「
進
化
論
的
発
展
（

）」
の
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
フ
ロ
ー
ロ
ス
が

27

ド
イ
ツ
語
圏
の
精
神
史
の
な
か
に
源
流
と
影
響
関
係
を
探
り
、
さ
ら
に
、
マ
ー
ラ
ー
と
親
交
の
あ
っ
た
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
リ
ピ

ナ
ー
の
宇
宙
論
的
詩
篇
『
創
世
記
』
の
影
響
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
（

）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
リ
ピ
ナ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
か
ら

28

強
い
影
響
を
受
け
、
十
七
歳
の
と
き
に
書
い
た
叙
事
詩
『
解
き
放
た
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
』
は
ニ
ー
チ
ェ
そ
の
人
に
認
め
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
人
物
で
あ
り
、
マ
ー
ラ
ー
は
、
す
で
に
ウ
ィ
ー
ン
で
の
勉
学
時
代
に
リ
ピ
ナ
ー
と
知
り
合
い
、
最
晩
年
ま
で
厚
い
友
情
を

抱
き
続
け
た
。
マ
ー
ラ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
触
れ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
も
リ
ピ
ナ
ー
だ
っ
た
（

）。
29

さ
て
、
交
響
曲
の
「
第
二
部
」
で
あ
る
が
、
自
然
が
孕
む
根
源
的
な
力
に
貫
か
れ
て
、
植
物
す
な
わ
ち
花
々
が
、
続
い
て
動
物
た

ち
が
、
み
ず
か
ら
の
生
命
の
在
り
よ
う
を
語
り
だ
す
（
第
二
、
第
三
楽
章
（

））。
続
い
て
人
間
が
、
そ
の
生
命
の
在
り
よ
う
の
秘
密
を
語

30

る
（
第
四
楽
章
）。
人
間
が
語
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
器
楽
に
よ
る
音
楽
言
語
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は
人
間
の
言
葉
で

あ
る
歌
詞
と
な
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
か
ら
の
詩
句
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
永
遠
回
帰
思
想
の

核
心
に
つ
い
て
語
る
歌
詞
と
、
マ
ー
ラ
ー
の
理
念
的
脈
絡
と
が
ど
う
関
わ
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
論
第
三
章
で
ニ
ー
チ
ェ
の

永
遠
回
帰
思
想
そ
の
も
の
を
さ
ら
に
考
察
し
た
う
え
で
、
第
四
章
に
お
い
て
結
論
を
得
よ
う
と
思
う
。

天
使
た
ち
の
歌
（
第
五
楽
章
）
は
、
マ
ー
ラ
ー
が
愛
し
た
ド
イ
ツ
民
謡
集
『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』
の
な
か
か
ら
、「
貧
し
い
子

供
た
ち
の
物
乞
い
の
歌
」
が
歌
詞
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
天
使
た
ち
が
歌
う
歌
は
、
も
と
も
と
子
供
の
歌
だ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、

マ
ー
ラ
ー
が
考
え
る
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
て
は
、
天
使
た
ち
と
子
供
た
ち
は
同
じ
段
階
に
あ
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、

天
使
た
ち
も
子
供
た
ち
も
、
と
も
に
、
意
識
の
領
域
と
無
意
識
の
領
域
を
、
す
な
わ
ち
人
間
が
も
つ
意
識
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る

「
世
界
」（
＝
こ
の
世
）
と
人
間
の
意
識
を
超
え
た
「
天
国
」
と
の
間
を
自
由
に
さ
ま
よ
い
飛
び
ま
わ
り
、
そ
の
境
界
上
で
無
邪
気
に

遊
び
戯
れ
る
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
天
使
た
ち
は
無
邪
気
に
、
ほ
と
ん
ど
御
伽
話
的
と
言
う
べ
き
素
朴
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
後
ろ

盾
に
、
イ
エ
ス
の
弟
子
ペ
テ
ロ
に
託
し
て
、
罪
が
赦
さ
れ
て
「
天
国
」
へ
の
入
場
が
許
さ
れ
る
こ
と
の
確
信
を
歌
う
の
で
あ
る
。
こ
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の
あ
と
は
、
い
よ
い
よ
、
マ
ー
ラ
ー
が
思
い
描
く
発
展
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
と
し
て
の
「
愛
」
が
語
る
秘
密
が
、
す
な
わ
ち
「
愛

が
私
に
語
る
こ
と
」
が
管
弦
楽
に
よ
る
長
大
な
緩
徐
楽
章
と
な
っ
て
奏
で
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
第
六
楽
章
）。

マ
ー
ラ
ー
が
考
え
て
い
た
「
愛
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
大
き
な
手
が
か
り
と
し
て
、
恋
人
の
ミ
ル

デ
ン
ブ
ル
ク
に
宛
て
た
手
紙
が
あ
る
（

）。
そ
こ
で
は
、
マ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
第
六
楽
章
で
の
「
愛
」
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
き
み
が
想
像

31

し
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
た
愛
」、
つ
ま
り
男
女
の
愛
で
は
な
い
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
こ
の
楽
章
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
「
父
よ
、
私

の
こ
の
傷
を
見
て
く
だ
さ
い
！

ど
ん
な
存
在
も
滅
び
さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
！
」
と
い
う
、『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』
の
詩
句
か

ら
み
ず
か
ら
紡
ぎ
出
し
た
言
葉
（

）を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
モ
ッ
ト
ー
の
言
葉
は
、
神
の
愛
が
万
物
に
及
ぶ
こ
と
を
願
う
言
葉
で
あ
る
こ

32

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
続
け
て
マ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
楽
章
を
「
神
が
私
に
語
る
こ
と
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
神
は
「《
愛
》
と
し
て
し
か
把
握
さ
れ
え
な
い
か
ら
だ
」
と
述
べ
る
。「
ぼ
く
の
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
段
ず
つ

昇
り
つ
め
て
ゆ
く
発
展
の
全
段
階
を
包
括
し
た
音
楽
上
の
詩
に
な
っ
て
い
る
。
│
│
そ
れ
は
自
然
の
無
生
命
の
状
態
に
始
ま
り
、
神

の
愛
に
ま
で
高
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
！
」

こ
の
マ
ー
ラ
ー
自
身
に
よ
る
言
明
か
ら
、
ま
ず
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
こ
こ
で
の
「
愛
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
、「
カ
リ
タ
ス
と

し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
（

）」
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
マ
ー
ラ
ー
の
言
う
「
愛
」
は
、

33

神
と
人
間
と
の
間
に
の
み
存
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
ど
ん
な
存
在
に
も
」、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
な
か
に
存
在
す
る
万
物
に
作
用
す

る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
「
愛
」
は
、
そ
れ
が
神
に
起
源
を
も
ち
最
終
的
に
神
に
帰
着
す
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
力
と
し
て
、
自
然
の
「
一
段
ず
つ
昇
り
つ
め
て
ゆ
く
発
展
の
全
段
階
」
に
作
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
正
統
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
神
論
（
M
onotheism
s）
か
ら
外
れ
て
、
ゲ
ー
テ
お
よ
び
ロ
マ
ン
派
時
代
の
動
態
的
汎
神
論
（
dyna-

m
ischer
Pantheism
us）
に
無
限
に
近
づ
く
も
の
だ
。
動
態
的
汎
神
論
に
あ
っ
て
は
、
世
界
あ
る
い
は
宇
宙
全
体
が
有
機
体
と
考
え

ら
れ
、
神
は
、
静
的
な
不
変
の
実
体
で
は
な
く
、
根
源
的
な
力
と
し
て
、
自
然
の
生
き
た
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
顕
現
す
る
も
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の
と
さ
れ
る
か
ら
だ
（

）。
こ
う
し
た
見
方
が
マ
ー
ラ
ー
の
宇
宙
論
の
本
質
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

34

こ
こ
で
さ
ら
に
、
マ
ー
ラ
ー
が
親
し
ん
で
い
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
自
然
哲
学
を
背
景
に
置
い
て
み
る
と
、
マ
ー
ラ
ー
の
宇
宙

論
の
特
質
は
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
と
思
想
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
と
示
唆
に
溢
れ
た
ア
ル
ベ
ー

ル
・
ベ
ガ
ン
の
名
著
『
ロ
マ
ン
的
魂
と
夢
』
の
な
か
に
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル

ト
の
哲
学
的
小
説
『
教
会
と
神
々
』
に
お
け
る
「
愛
」
の
観
念
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
が
あ
る
（

）。
こ
の
小
説
で
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が

35

披
瀝
し
た
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
永
遠
の
法
則
は
「
二
つ
の
極
が
た
が
い
に
愛
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
次
な
統
一
を

ふ
た
た
び
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と
、「《
一
者
》
が
た
え
ず
両
極
に
分
か
た
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、《
愛
》
は
さ
ま
ざ
ま
な
固
体
を
創
り
出
す
」。
そ
し
て
、
こ
の
「《
愛
》
の
法
則
は
自
然
の
も
っ
と
も
些
細
な
課

程
に
い
た
る
ま
で
支
配
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は
『
自
然
科
学
の
夜
の
側
面
』
と
い
う
著
作
で
、「
創

造
全
体
の
も
っ
と
も
深
い
法
則
」
に
よ
れ
ば
「
創
造
の
各
段
階
で
、
い
か
な
る
状
態
も
、
そ
れ
自
身
の
内
部
に
、
よ
り
高
次
の
状
態

の
象
徴
を
内
包
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
岩
、
水
晶
、
無
機
物
の
諸
形
態
は
、
有
機
物
、
植
物
や
動
物
の
諸
形
態
を
予
言
し
て

い
る
」
と
述
べ
、
そ
の
理
由
を
「《
生
命
》
は
一
つ
で
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
し
、「
植
物
の
生
命
や

動
物
の
生
命
は
、
自
然
の
偉
大
な
周
期
、
つ
ま
り
、
年
、
月
、
時
間
を
支
配
す
る
同
一
の
リ
ズ
ム
に
し
た
が
っ
て
」
い
る
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
生
命
は
「
宇
宙
の
大
い
な
る
力
の
、
両
極
的
か
つ
調
和
的
関
係
と
の
一
致
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
自
然

の
生
成
全
体
」
は
「
段
階
か
ら
段
階
へ
と
」
進
み
、「
も
ろ
も
ろ
の
生
物
の
階
梯
の
頂
上
に
位
置
す
る
」
人
間
に
至
り
、
さ
ら
に
そ

の
人
間
の
生
命
は
「
未
来
の
生
命
を
告
知
す
る
前
兆
や
予
言
」
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
「
ま
だ
充
た
さ
れ
て
い
な
い

願
望
」
と
し
て
の
「
詩
の
世
界
」
と
「
宗
教
の
世
界
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（

）。
興
味
深
い
生
命
論
な
い
し
は
宇
宙
論
で
あ
る
が
、

36

生
命
の
循
環
と
い
う
円
環
的
思
考
回
路
と
、
生
命
の
或
る
一
点
（
＝
神
）
に
向
か
う
発
展
と
い
う
目
的
論
的
回
路
が
混
在
し
て
い
る

こ
と
に
は
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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ベ
ガ
ン
に
よ
る
Ｇ
・
Ｈ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
愛
の
観
念
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
宇
宙
論
の
紹
介
を
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
が
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
三
番
に
お
け
る
愛
の
観
念
を
的
確
に
照
ら
し
、
こ
の
交
響
曲
の
全
体
理
念
を
見
事
に
明
る
み

に
出
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
両
極
思
想
に
基
づ
く
愛
の
観
念
、
す
な
わ
ち
愛
は
両
極
を

結
び
合
わ
せ
る
力
と
し
て
万
物
に
作
用
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
第
六
楽
章
の
「
愛
が
私
に
語
る
こ
と
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解

釈
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
鉱
物
界
、
植
物
界
、
動
物
界
な
ど
自
然
の
す
べ
て
の
領
域
に
は
生
成
の
根
源
的
力
と
し
て
正

負
、
陰
陽
、
雌
雄
な
ど
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
対
照
的
な
両
極
を
反
発
さ
せ
つ
つ
結
び
合
わ
せ
る
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ

は
《
磁
力
》
と
か
《
斥
力
・
引
力
》
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
も
の
だ
。
い
っ
ぽ
う
人
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
力
は
《
愛
》
と
呼
ば
れ
る
。

だ
が
、《
磁
力
》
や
《
斥
力
・
引
力
》
と
《
愛
》
は
、
宇
宙
と
い
う
大
き
な
視
野
で
見
れ
ば
同
じ
力
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の

根
源
性
と
普
遍
性
に
お
い
て
神
的
な
力
と
言
う
べ
き
も
の
で
、
愛
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
神
の
愛
と
言
う
し
か
な
い
。
こ
の
力
が
、

宇
宙
の
不
断
の
生
成
と
生
命
の
循
環
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
、
よ
り
高
次
な
も
の
へ
と
段
階
的
に
向
か
う
生
命
の
発
展
の
可
能
性

を
予
感
さ
せ
る
。「
愛
が
私
に
語
る
」
の
は
、
そ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
核
心
的
問
題
に
直
面
す
る
。
本
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
交
響
曲
第
三
番
の
全
体
理
念
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永

遠
回
帰
思
想
を
要
約
し
た
第
四
楽
章
の
歌
詞
と
が
、
ど
の
よ
う
な
整
合
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
神
の

死
」
を
前
提
と
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
、
神
の
存
在
を
信
じ
る
│
│
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
神
の
存
在
を
排
除
し
な
い
│
│
マ
ー

ラ
ー
の
信
念
と
溶
け
合
う
こ
と
が
果
し
て
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
究
す
る
た
め
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠

回
帰
思
想
そ
の
も
の
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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三

ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
思
想

ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
遠
回
帰
」（
die
ew
ige
W
iederkunftdes
Gleichen）
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
意
味
や
哲
学
史
お
よ
び

思
想
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
考
察
が
行
わ
れ
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
し
、
今
日
で
も
そ
れ
が
続
い

て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
永
遠
回
帰
思
想
を
み
ず
か
ら
の
思
想
的
鋭
意
の
結
論
と
言
う
べ
き
「
深
淵
の
思
想
（

）」
と
位
置
付
け
て
い
る

37

が
、
こ
れ
を
体
系
化
し
て
論
じ
て
は
い
な
い
。『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
作
や
残
さ
れ
た
断
片
の
な
か
で
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
言
及
や
イ
メ
ー
ジ
の
提
示
は
、
非
常
に
多
様
な
切
り
口
と
内
容
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら
は
脈
絡
を
欠
く
。
こ
う
し
た

ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
議
論
の
曖
昧
さ
と
振
幅
は
、
そ
の
ま
ま
後
代
の
人
々
の
解
釈
に
も
反
映
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
、
そ
の
結
果
、
永
遠

回
帰
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
絞
り
込
ま
れ
た
論
点
に
つ
い
て
論
議
を
尽
く
す
と
い
う
か
た
ち
で
求
心
的
に
進
む
よ
り
も
、
諸
々
の
論

点
が
並
立
す
る
か
た
ち
で
遠
心
的
に
拡
散
し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
。
本
論
で
は
、
永
遠
回
帰
思
想
の
全
容
の
解
明
や
そ
の
評
価
に
向

か
う
の
で
は
な
く
、
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
三
番
に
歌
詞
と
し
て
採
用
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
か
ら
の
「
永

遠
回
帰
」
の
核
心
を
述
べ
た
詩
句
に
つ
い
て
考
究
す
る
と
い
う
課
題
に
沿
っ
て
、
考
察
の
対
象
を
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
絞
り

込
み
、
こ
の
著
作
に
お
け
る
永
遠
回
帰
思
想
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。
永
遠
回
帰
思
想
を
『
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
な
か
で
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
第
三
部
と
第
四
部
に
、
合
わ
せ
て
三
つ
の
重
要
な
箇
所
が
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
考
察
の
出
発
点
と
し
て
、
永
遠
回
帰
思
想
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
最
初
の
例
を
『
悦
ば
し
き
知
識
』
に
見
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
『
悦
ば
し
き
知
識
』
と
い
う
書
名
は
、
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
私
の
悦
ば
し
き

知
識
」
と
い
う
マ
ー
ラ
ー
が
考
え
て
い
た
交
響
曲
第
三
番
全
体
の
タ
イ
ト
ル
に
直
接
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
題
名
が
、
交
響
曲
全
体
の
題
名
へ
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ

の
こ
の
著
作
の
内
容
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
に
具
体
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
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さ
て
、
詩
と
哲
学
的
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
や
箴
言
か
ら
な
る
断
片
集
で
あ
る
『
悦
ば
し
き
知
識
』
の
第
三
四
一
番
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が

当
該
の
箇
所
で
あ
る
（

）。
文
頭
の
見
出
し
語
的
記
述
は
「
最
大
の
重
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
あ
る
日
、
ま
た
は

38

あ
る
晩
に
デ
ー
モ
ン
が
や
っ
て
来
て
語
る
話
と
い
う
か
た
ち
で
、
永
遠
回
帰
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
物
語
的
な
体
裁
で
具

体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
デ
ー
モ
ン
は
「
こ
の
人
生
を
、
そ
れ
を
今
お
ま
え
が
生
き
て
お
り
、
そ
し
て
ま
た
生
き
て
き
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
を
も
う
一
度
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
数
え
切
れ
な
い
回
数
に
わ
た
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う

か
」
と
問
い
か
け
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
些
細
な
も
の
ま
で
を
も
含
め
た
人
生
の
な
か
の
「
全
て
の
事
柄
」
が
「
同
じ
順
序
で
連

続
し
て
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
、
す
な
わ
ち
同
じ
も
の
の
同
じ
順
序
で
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
の
話
に
続
い
て
、

も
し
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
何
か
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
つ
ね
に
「
こ
の
こ
と
を
も
う
一
度
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
数
え
切
れ
な

い
回
数
に
わ
た
っ
て
欲
す
る
か
」
と
問
う
こ
と
に
な
る
と
述
べ
、
そ
れ
が
行
為
の
「
最
大
の
重
し
」
と
な
る
と
す
る
。
こ
こ
で
ニ
ー

チ
ェ
は
、
人
間
の
生
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
同
じ
順
序
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
回
一
回
の
行
為

は
最
高
度
に
重
み
を
増
し
、
行
為
す
る
際
に
人
々
は
、
つ
ね
に
、
そ
れ
が
真
に
納
得
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
を
吟
味
し
、
後
々
ま
で
肯

定
で
き
る
行
為
だ
け
を
選
び
取
る
よ
う
に
努
め
る
は
ず
だ
と
、
人
間
の
行
為
決
定
の
究
極
的
な
判
断
基
準
と
し
て
の
永
遠
回
帰
思
想

の
意
義
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
永
遠
回
帰
思
想
は
、
い
わ
ば
行
為
を
悔
い
の
な
い
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
の
単
純
な
人
生
論
的
寓

話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
人
間
の
生
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説

に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
存
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
で
は
、
こ
の
世
の
人
生
は

一
回
限
り
で
、
そ
れ
は
来
世
す
な
わ
ち
天
国
で
の
永
遠
の
生
と
い
う
最
終
目
的
の
た
め
の
前
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
教
義
に

従
順
に
し
た
が
っ
て
〝
祈
り
〞
と
〝
善
行
〞
を
積
ん
で
天
国
へ
と
召
さ
れ
る
資
格
を
得
る
こ
と
に
費
や
す
べ
き
仮
の
生
な
の
だ
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
世
の
生
そ
れ
自
体
は
、
あ
の
世
の
永
遠
の
生
に
較
べ
れ
ば
、
重
い
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
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こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
も
つ
目
的
論
に
反
対
を
唱
え
て
、
こ
の
世
に
お
け
る
今
の
生
こ
そ
、
実
存
す
る
人
間
に
と
っ
て
全
て
で

あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
も
う
死
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
。
も
は
や
、
こ
の
世
の
生
を
、
あ
の
世
か
ら
意
味
づ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
目
標
（
＝
永
遠
の
生
を
実
現
す
る
天
国
へ
と
召
さ
れ
る
資
格
を
得
る
こ
と
）
に
向
か
っ
て
努
力
し
、
そ
の

目
標
へ
の
到
達
が
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
、
そ
れ
ま
で
の
一
切
の
プ
ロ
セ
ス
は
何
ら
の
意
義
を
も
た
な
く
な
る
よ
う
な
目
的

論
的
思
考
回
路
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
ナ
ン
セ
ン
ス
で
し
か
な
い
。
今
、
現
に
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
今
、
ま
さ
に

進
行
し
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
何
万
回
も
、
無
数
に
繰
り
返
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

意
識
的
な
選
択
に
よ
っ
て
日
々
最
上
の
行
為
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
べ
し
と
い
う
、
こ
こ
で
の
永
遠
回
帰
思
想
は
、
も
し
か
す
る
と

若
き
マ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
も
、
マ
ー
ラ
ー
が
こ
の
書
物
を
読
ん
で
い
た
と
し
て
の
話
だ
が
、
理
想
的
な
生
き
方
へ
の
指
針
を
教
え
る

も
の
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
交
響
曲
第
三
番
の
歌
詞
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
永
遠
回
帰
思
想
は
、
こ
こ
で
確
認
し
た

も
の
と
は
、
明
ら
か
に
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
じ
つ
は
さ
ら
に
、
永
遠
回
帰
思
想
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
な
か
で
深
化
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
そ
の
過
程
を
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
な
か
で
の
「
永
遠
回
帰
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
言
及
は
、
ま
ず
、
全
十
六
章
か
ら
な
る
第
三
部
の

二
番
目
の
章
に
あ
た
る
「
幻
影
と
謎
」
と
題
さ
れ
た
章
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
、
な
か
ば
小
び
と
、
な
か

ば
モ
グ
ラ
で
あ
る
「
重
力
の
魔
物
」
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
話
と
い
う
設
定
で
、
瞬
間
お
よ
び
過
去
と
未
来
と
い
う
時
間
論
的
観
点
か

ら
永
遠
回
帰
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（

）。
瞬
間
と
い
う
門
に
は
、
ひ
と
つ
の
長
い
道
が
後
方
へ
と
続
い
て
い
て
「
私
た
ち
の
背
後
に
は
、

39

ひ
と
つ
の
永
遠
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
瞬
間
か
ら
は
、
先
の
方
に
も
長
い
道
が
延
び
て
い
て
、
そ
の
道
を
、
瞬
間

か
ら
背
後
に
延
び
て
い
る
道
を
行
っ
た
と
き
と
全
く
同
様
に
、
も
う
一
度
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
全
て
の
事
物
は
固
く

連
結
さ
れ
て
い
る
の
で
」、
瞬
間
は
、
過
去
に
生
起
し
た
こ
と
と
全
く
同
様
な
か
た
ち
で
「
こ
れ
か
ら
来
る
べ
き
全
て
の
も
の
を
引

き
連
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
瞬
間
と
い
う
門
か
ら
は
、
過
去
に
起
こ
り
体
験
し
え
た
こ
と
と
全
く
同
じ
道
（
＝
シ
ー
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ク
エ
ン
ス
）
が
、
未
来
に
向
か
う
道
（
＝
シ
ー
ク
エ
ン
ス
）
と
し
て
逆
方
向
に
伸
び
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
、
そ
の
始
ま
り
の
時
点
、
つ
ま
り
そ
の
起
源
か
ら
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
発
想
を
根
底
的
に
逆
転
さ
せ
て
、
瞬
間
、

つ
ま
り
現
時
点
か
ら
遡
る
か
た
ち
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
過
去
に
生
起
し
て
順
列
を
構
成
す
る
出
来
事
の
連
続
（
＝
シ
ー
ク
エ
ン
ス
）

は
、
未
来
に
も
、
同
じ
順
列
を
構
成
す
る
出
来
事
の
連
続
（
＝
シ
ー
ク
エ
ン
ス
）
と
し
て
現
れ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
起
源
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
出
来
事
が
起
こ
れ
ば
、
そ
の
展
開
は
多
様
な
様
相
を
呈
し
う
る
。
し
か
し
、
瞬
間
（
＝
今
）

か
ら
過
去
を
見
れ
ば
過
去
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
固
定
さ
れ
て
い
る
。
過
去
が
あ
る
以
上
、
瞬
間
は
起
源
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
未

来
に
つ
い
て
考
え
う
る
の
は
、
過
去
に
向
か
っ
て
い
る
の
と
同
じ
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
未
来
に
も
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
の
未
来
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
は
、
一
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
『
悦
ば
し
き
知
識
』
に
お
い
て
先
に
確
認
し
た
も
の
と
は
、

異
な
る
様
相
を
見
せ
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
悦
ば
し
き
知
識
』
に
お
け
る
永
遠
回
帰
論
（
こ
れ
を
本
論
で
は
「
永
遠
回
帰
１
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
は
、
行
為
の
選
択
基
準
を
教
え
る
実
践
的
な
寓
話
と
い
う
面
が
顕
著
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の
永
遠

回
帰
は
（
こ
れ
を
「
永
遠
回
帰
２
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）、
時
間
の
観
点
か
ら
人
間
存
在
を
吟
味
す
る
と
い
う
存
在
論
的
な
観
点
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
永
遠
回
帰
論
を
原
理
と
し
て
普
遍
化
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
方
向

は
、
後
続
す
る
章
で
さ
ら
に
決
定
的
と
な
る
。

同
じ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
の
終
わ
り
か
ら
四
つ
目
の
章
で
あ
る
「
快
癒
す
る
者
」
の
第
二
節
で
は
、「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
の
動
物
（

）」
で
あ
る
鷲
と
蛇
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
向
か
っ
て
永
遠
回
帰
の
真
髄
を
語
る
。「
私
ら
〔
鷲
や
蛇
と
い
っ
た
動
物

40

た
ち
〕
の
よ
う
に
考
え
る
者
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
の
物
は
自
分
で
踊
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
や
っ
て
来
て
、
手
を
つ
な
ぎ
合

い
、
笑
い
、
逃
げ
て
ゆ
き
│
│
そ
し
て
帰
っ
て
来
る
の
で
す
。
す
べ
て
は
行
き
、
す
べ
て
は
帰
っ
て
来
る
。
存
在
の
車
輪
は
永
遠
に

廻
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
べ
て
は
死
ぬ
、
す
べ
て
は
ふ
た
た
び
花
開
く
、
永
遠
に
存
在
の
年
は
め
ぐ
る
の
で
す
（

）」。
こ
れ
は
、
ひ
と

41
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つ
の
宇
宙
論
と
言
っ
て
よ
い
（
こ
れ
を
「
永
遠
回
帰
３
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。

だ
が
、
な
ぜ
、
こ
れ
を
動
物
た
ち
、
し
か
も
鷲
と
蛇
が
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
正
し
く
語
る
こ
と
は
、
人
間
に
は
き
わ
め
て

難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
だ
け
が
も
つ
「
言
葉
」
に
起
因
す
る
。
こ
の
節
で
は
、
鷲
と
蛇
が
永
遠
回
帰
を
語
る
直
前
に
、

「
言
葉
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
述
べ
て
い
る
。
言
葉
は
「
永
遠
に
乖
離
し
た
も
の
を
結
ぶ
虹
で
あ
り
、
見
せ

か
け
の
橋
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
全
く
異
な
る
世
界
に
属
し
て
い
る
」
た
め
に
本
来
は
相
互
に
つ
な
が
り
え
な
い

「
個
々
の
魂
」
を
「
噓
を
つ
い
て
」
結
び
合
わ
せ
た
よ
う
に
思
い
込
ま
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
言
葉
に
よ
っ
て

「
私
の
外
部
」
を
つ
く
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
外
部
」
な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
だ
と
告
げ
、「
事
物
に
名
前
と
音
声
が
贈
与
さ
れ
て
い

る
」
の
は
「
そ
う
し
た
事
物
」
で
人
間
を
元
気
づ
け
る
た
め
で
は
な
い
か
と
問
い
た
だ
す
。
言
葉
と
は
、
虚
構
で
人
を
喜
ば
す
「
愚

か
し
い
道
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
│
│
こ
う
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
断
じ
る
。

こ
こ
で
は
、
言
葉
が
も
つ
根
本
的
問
題
が
、
人
間
の
意
識
が
も
た
ら
す
表
象
作
用
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
、
こ
の
観
点
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
間
だ
け
が
意
識

に
よ
る
表
象
能
力
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
（
＝
主
体
）
の
外
側
に
客
体
と
し
て
の
「
外
部
」
を
も
つ
。
人
間
が
物
に
名
前
を

付
け
て
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
意
識
の
表
象
作
用
、
す
な
わ
ち
意
識
が
も
つ
物
を
客
体
と
し
て
対
象
化
す
る
能
力
に
よ
る
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
意
識
の
表
象
能
力
に
よ
っ
て
、
人
間
だ
け
が
自
分
自
身
の
存
在
を
（
自
分
の
外
側
の
客
体
と
し
て
）

意
識
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
る
。
そ
の
意
味
づ
け
は
、
本
来
は
個
々
に
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
は
ず
だ
。
だ
が
、
言
葉
は
、
そ
う
し
た
「
永
遠
に
乖
離
し
た
も
の
」
で
あ
る
は
ず
の
個
々
の
人
間
存
在
に
共
通
に
通
用
す
る
と
お

ぼ
し
き
ス
ト
ー
リ
ー
を
捏
造
す
る
。
人
間
が
、
ひ
と
り
き
り
で
生
ま
れ
死
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
安
を
解
消
し
て
、
安
心

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
虚
構
と
し
て
の
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
。
言
葉
と
は
戯
言
で
人
を
喜
ば
せ
る
道
化
だ
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
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こ
の
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
目
的
論
的
教
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教

に
起
源
を
も
つ
と
さ
れ
る
「
究
極
的
な
意
味
」
に
収
斂
さ
れ
る
か
た
ち
で
「
世
界
史
の
体
系
的
解
釈
」
を
行
う
ニ
ー
チ
ェ
時
代
の
歴

史
哲
学
も
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
（

）。
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
思
想
は
、
す
で
に
見
て
き
た

42

よ
う
に
目
的
論
と
は
正
反
対
の
思
想
と
し
て
、
こ
う
し
た
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
断
固
と
し
て
否
を
唱
え
る
。
だ
が
、
深
刻
な
大
問

題
は
、
そ
の
永
遠
回
帰
思
想
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
は
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。「
言
葉
」
は
噓
を

つ
く
│
│
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
論
的
教
説
を
つ
く
り
上
げ
語
り
続
け
て
き
た
「
言
葉
」
は
、
す
で
に
そ
の
目
的
論
的
教
説
の
刻
印
を

決
定
的
に
受
け
て
い
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
命
題
を
キ
リ
ス
ト
教
的
＝
目
的
論
的
な
意
味
に
染
め
上
げ
て
し
ま
う
。
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、「
永
遠
の
」（
ew
ig）
と
い
う
言
葉
は
、
つ
ね
に
無
前
提
に
、
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
永
遠
、
す
な
わ
ち
最
終
目

的
と
し
て
の
天
国
に
お
け
る
永
遠
と
結
び
つ
い
た
意
味
合
い
で
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
西
欧
の
あ
ら
ゆ
る
価
値

の
転
換
を
目
指
し
て
語
る
ニ
ー
チ
ェ
は
、
放
っ
て
お
け
ば
噓
を
つ
く
「
言
葉
」
と
、
も
の
を
書
こ
う
と
す
る
た
び
に
格
闘
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
（

）。
永
遠
回
帰
思
想
も
、
そ
の
よ
う
な
「
言
葉
」
で
語
る
限
り
は
、
正
し
く
そ
の
真
意
が
伝
わ
ら
ず
曲
解
さ
れ
る
危

43

険
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
永
遠
回
帰
思
想
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
目
的
論
の
枠
組
み
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
し

ま
う
恐
れ
は
甚
大
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
意
識
に
よ
る
表
象
力
を
も
た
な
い
動
物
は
、
個
体
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
、
あ
り
の
ま
ま
に
個
の
生
を
営
ん
で
い

る
。
彼
ら
は
、
そ
の
時
々
に
生
き
て
い
る
個
体
と
し
て
は
固
有
の
名
前
な
ど
な
い
ま
ま
に
、
つ
ま
り
人
間
の
よ
う
に
固
有
の
存
在
と

し
て
自
分
に
つ
い
て
の
意
識
を
も
た
ぬ
ま
ま
に
、
こ
の
地
上
で
、
世
代
を
貫
い
て
永
遠
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
、
宇
宙
の
永
遠
の

循
環
の
一
部
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
植
物
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
上
の
生
命
体
は
、
人
間
以
外
の
そ
の
す
べ
て
が
、

「
言
葉
」
に
よ
ら
ず
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
成
の
本
質
を
語
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
物
を
前
に
し
た
と
き
に
は
、
そ
の

観
察
者
と
し
て
の
人
間
は
上
述
の
よ
う
な
「
言
葉
」
の
噓
に
惑
わ
さ
れ
る
心
配
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
が
、
こ
こ
で
宇
宙
論
と
し
て
の
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永
遠
回
帰
思
想
を
動
物
に
語
ら
せ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と
だ
。
こ
こ
で
鷲
と
蛇
が
語
る
の
は
本
当
は
「
言
葉
」
に
よ
っ
て

で
は
な
い
の
だ
が
、
む
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
は
「
言
葉
」
で
書
き
記
す
ほ
か
は
な
い
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
戦
略
は
周
到
だ
。
鷲
は
天
空

を
円
を
描
く
よ
う
に
飛
翔
す
る
姿
に
よ
っ
て
、
蛇
は
丸
ま
っ
て
円
環
を
つ
く
る
姿
に
よ
っ
て
、「
言
葉
」
を
超
え
て
永
遠
回
帰
を
図

像
的
に
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
な
か
で
、
永
遠
回
帰
論
が
最
も
明
瞭
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
快
癒
す
る
者
」
の
章
で
あ

る
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
の
あ
と
、
鷲
と
蛇
は
、
こ
の
思
想
を
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
な
り
か
わ
っ
て
要
約
す
る
か
た
ち
で
、「
す

べ
て
の
事
物
が
永
遠
に
回
帰
す
る
」
こ
と
、
そ
れ
と
「
私
た
ち
自
身
も
共
に
」
回
帰
す
る
こ
と
、
そ
の
私
た
ち
は
「
す
で
に
無
限
の

回
数
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た
」
こ
と
、「
生
成
」
が
生
起
す
る
「
巨
大
な
年
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
砂
時
計
の
よ
う
に
」
何
度

も
反
転
さ
せ
ら
れ
て
「
始
め
に
戻
り
」、
私
た
ち
も
そ
の
な
か
に
含
め
て
、
す
べ
て
が
、
ふ
た
た
び
「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
」
の
か

た
ち
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
が
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
、
ひ
と
た
び
死
し
て
も
な
お
「
私
は
ふ

た
た
び
来
る
、
こ
の
太
陽
、
こ
の
大
地
、
こ
の
鷲
、
こ
の
蛇
と
と
も
に
（
中
略
）
永
遠
に
繰
り
返
し
て
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
同

じ
人
生
に
戻
っ
て
来
る
の
だ
」
と
言
わ
し
め
る
よ
う
な
か
た
ち
の
、
死
を
乗
り
越
え
る
思
想
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
（

）。
44

さ
ら
に
こ
の
章
で
、
鷲
と
蛇
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
「
永
遠
回
帰
の
教
師
」
と
な
る
べ
き
こ
と
を
宣
告
す
る
。
だ
が
、
同
時

に
彼
ら
は
、
そ
の
使
命
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
「
最
大
の
危
険
と
病
気
」
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
こ
と

も
忘
れ
な
い
（

）。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
第
一
に
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
「
言
葉
」
を
用
い
て
永
遠
回
帰
を
教
え
よ
う
と
す
る
と

45

き
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
言
葉
」
の
噓
に
よ
っ
て
、
真
意
が
曲
げ
て
理
解
さ
れ
る
危
険
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
永
遠
回
帰
思
想
の
な
か
に
、
こ
れ
と
は
本
質
的
に
正
反
対
の
目
的
論

的
な
発
想
を
組
み
入
れ
て
し
ま
い
、
思
考
の
錯
乱
（
＝
病
気
）
に
陥
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
も
排
除
で
き
な
い
の
だ
（

）。
む
ろ
ん
こ
れ

46

も
、
永
遠
回
帰
思
想
が
誤
解
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
重
三
重
の
危
険
を
孕
み
つ
つ
、《
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
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ス
ト
ラ
》
第
四
部
は
、
永
遠
回
帰
思
想
の
宣
教
の
書
と
な
る
べ
く
し
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。《
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
》
は
、
い

ち
お
う
第
三
部
で
内
容
的
に
完
結
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
第
四
部
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

一
八
八
四
年
に
第
三
部
が
出
版
さ
れ
た
あ
と
、
第
四
部
の
出
版
は
一
八
八
五
年
と
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
私
家
版
と
い
う
か
た
ち
で

四
十
部
の
制
作
が
意
図
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
（
表
１
参
照
）。
第
四
部
は
、
当
初
は
、
誤
解
す
る
恐
れ
の
な
い
限
ら
れ
た
読
者
だ

け
を
想
定
し
た
、
い
わ
ば
秘
伝
の
書
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
第
四
部
の
「
夜
の
さ
ま
よ
い
人
の
歌
」
の
な
か
に
、
マ
ー
ラ
ー
が
歌
詞

に
選
ん
だ
永
遠
回
帰
思
想
の
核
心
を
凝
縮
し
た
詩
句
（「
永
遠
回
帰
４
」
と
す
る
）
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
整
理
を
し
て
お
こ
う
。『
悦
ば
し
き
知
識
』
に
お
い
て
、
人
間
の
行
為
決
定
の
究
極
的
な
判
断
基
準
を
語
る
寓
話
と
い
う

か
た
ち
で
示
さ
れ
た
永
遠
回
帰
（
す
な
わ
ち
「
永
遠
回
帰
１
」）
は
、《
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
》
の
な
か
で
は
、
ま
ず
、
現
在
か
ら
過

去
と
未
来
に
向
け
て
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
と
順
序
を
も
っ
た
道
が
開
け
て
い
る
と
い
っ
た
、
人
間
存
在
を
時
間
論
の
な
か
で
捉
え
る

と
い
う
存
在
論
的
な
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
（「
永
遠
回
帰
２
」）、
続
い
て
、
宇
宙
は
生
成
の
循
環
を
永
遠
に
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う

宇
宙
論
（「
永
遠
回
帰
３
」）
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
思
想
に
倫
理
的
側
面
と
宇
宙

論
的
側
面
の
二
面
を
確
認
す
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
指
摘
と
合
致
し
て
い
る
（

）。
語
る
の
を
や
め
て
、
新
し
い
竪
琴
を
奏

47

で
て
歌
う
こ
と
を
決
意
し
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
（

）、
第
四
部
で
、「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
輪
唱
」
と
し
て
、
説
明
的
で
は
な
く
、

48

よ
り
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
詩
句
で
永
遠
回
帰
を
歌
に
し
て
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（「
永
遠
回
帰
４
」）。

四

マ
ー
ラ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解

す
で
に
第
二
章
で
、
交
響
曲
第
三
番
の
全
体
理
念
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
思
想
を
要
約
し
た
第
四
楽
章
の
歌
詞
と
が
、
ど
の

よ
う
な
整
合
性
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
神
の
死
」
を
宣
言
し
た
う
え
で
キ
リ
ス
ト
教
の
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目
的
論
を
根
本
的
に
否
定
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
、
神
の
存
在
を
否
認
せ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
含
ま
れ
る
様
々
な
イ
メ
ー

ジ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
マ
ー
ラ
ー
の
信
念
と
溶
け
合
う
こ
と
が
果
し
て
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
対
立
す
る
見
方
が
存
在
し
て
い
る
。
当
然
、
マ
ー
ラ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
は
思
想
的
に
は
根
本
的
に
異
質
で
あ

り
、
む
し
ろ
相
反
す
る
と
い
う
見
方
も
生
ま
れ
る
。
こ
の
立
場
を
取
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
フ
ロ
ー
ロ
ス
の
よ
う
に
、
マ
ー

ラ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
の
本
質
を
曲
解
し
て
、
す
な
わ
ち
読
み
替
え
て
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ロ
ー
ロ
ス

は
、
伝
記
的
な
資
料
か
ら
は
「
マ
ー
ラ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
係
は
二
面
性
を
持
っ
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
マ
ー
ラ
ー
は

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
文
章
が
も
つ
熱
気
に
は
惹
か
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
思
想
に
は
反
発
を
覚
え
て
い
た
と
い
う
ブ
ル
ー

ノ
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
証
言
を
引
用
し
た
う
え
で
、
最
終
的
に
、
他
の
ニ
ー
チ
ェ
の
基
本
思
想
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
不
思

議
に
も
マ
ー
ラ
ー
は
「
こ
の
教
説
〔
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
〕
を
著
し
く
独
自
な
か
た
ち
で
新
し
く
解
釈
し
な
お
し
た
」
と
述
べ

て
い
る
（

）。
49

い
っ
ぽ
う
、
マ
ー
ラ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
を
、
そ
の
背
後
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
も
含
め
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に

即
し
た
か
た
ち
で
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
キ
ュ
ー
ン
は
、
交
響
曲
第
三
番
で
は
、
前
作

に
あ
た
る
交
響
曲
第
二
番
《
復
活
》
を
貫
い
て
い
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
復
活
思
想
は
押
し
の
け
ら
れ
」
た
と
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

克
服
し
て
生
を
肯
定
す
る
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
思
想
に
よ
っ
て
、
マ
ー
ラ
ー
の
死
へ
の
誘
惑
も
克
服
さ
れ
た
と
す
る
。
交
響

曲
第
三
番
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
第
五
楽
章
の
天
使
た
ち
の
歌
の
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩
を
留
め
た
部
分
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
」
が
、
そ
れ
は
「
民
間
信
仰
あ
る
い
は
子
供
の
信
仰
と
し
て
」
で
あ
り
、
深
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
根
ざ
し
た
も
の
で
は
な

い
、
と
キ
ュ
ー
ン
は
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
キ
ュ
ー
ン
は
、
交
響
曲
第
三
番
に
は
、
音
楽
上
の
形
式
と
し
て
も
永
遠
回
帰
を
表
象
す

る
円
環
を
な
す
フ
ォ
ル
ム
が
随
所
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（

）。
50

こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
見
解
を
止
揚
す
る
よ
う
な
興
味
深
い
見
解
も
あ
る
。
村
井
翔
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
マ
ー
ラ
ー
の
意
図
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と
は
合
致
し
な
い
と
い
う
、
先
に
引
用
し
た
フ
ロ
ー
ロ
ス
の
見
解
に
賛
意
を
示
し
た
う
え
で
、
だ
が
、
マ
ー
ラ
ー
の
意
図
に
ま
っ
た

く
反
し
て
「
今
日
わ
れ
わ
れ
は
第
三
交
響
曲
を
ま
さ
し
く
ニ
ー
チ
ェ
交
響
曲
、
わ
れ
わ
れ
二
十
一
世
紀
人
の
〈
ひ
と
つ
の
〉
ニ
ー

チ
ェ
解
釈
を
裏
打
ち
す
る
よ
う
な
作
品
と
し
て
聴
く
こ
と
が
で
き
る
」と
述
べ
て
い
る
（

）。す
な
わ
ち
、交
響
曲
第
三
番
に
お
け
る
マ
ー

51

ラ
ー
の
理
念
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
根
本
的
に
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
マ
ー
ラ
ー
が
考
え
る
「
神
の
超
越
性
」

や
「
存
在
物
の
階
梯
」
は
、
も
は
や
現
代
人
が
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
架
空
の
夢
物
語
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
点
で
、
マ
ー
ラ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
距
離
は
も
は
や
大
き
く
は
な
い
。
両
者
の
違
い
は
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
三
番
を
ニ
ー
チ
ェ
交
響
曲
と
し
て
受
け
止
め
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

で
は
、
本
論
に
お
け
る
考
察
を
経
て
、
筆
者
は
ど
う
考
え
る
か
。
以
下
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
と
第
三

交
響
曲
で
示
さ
れ
る
マ
ー
ラ
ー
の
宇
宙
論
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
が
親
和
性
を
内
包
し
て
い
た
と
考
え
る
。
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
の

永
遠
回
帰
論
そ
の
も
の
の
な
か
に
は
、
マ
ー
ラ
ー
が
、
論
理
的
に
も
感
性
的
に
も
さ
ほ
ど
大
き
な
飛
躍
を
し
な
く
て
も
、
そ
れ
を
自

身
の
宇
宙
論
の
な
か
に
取
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
隠
れ
た
仕
組
み
│
│
す
な
わ
ち
本
論
第
三
章
で
確
認
し
た
、「
言
葉
」
が
す

で
に
キ
リ
ス
ト
教
的
・
目
的
論
的
意
味
に
染
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
二
重
三
重
の
危
険
と
し
て
の
「
言
葉
が
つ
く

噓
」
│
│
が
存
在
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
で
ま
た
、
マ
ー
ラ
ー
の
宇
宙
論
そ
の
も
の
が
│
│
そ
れ
は
本
論
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う

に
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
動
態
的
汎
神
論
お
よ
び
両
極
思
想
と
階
梯
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
宇
宙
論
に
、
ほ
ぼ
完
全
に
重
な
り
合
っ
て

い
た
│
│
、
神
の
愛
を
動
態
的
に
、
宇
宙
の
生
成
原
理
と
し
て
の
力
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ほ
ど
大
き
な
飛
躍
を
意
識
す
る

こ
と
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
に
お
け
る
循
環
的
な
永
遠
の
生
成
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ー
ラ
ー
は
、

自
ら
の
宇
宙
論
交
響
曲
で
あ
る
第
三
番
に
、
ほ
と
ん
ど
違
和
感
を
抱
く
こ
と
な
く
、
い
や
、
む
し
ろ
進
ん
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回

帰
の
真
髄
を
述
べ
た
詩
句
を
歌
詞
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
だ
と
想
定
す
る
。

補
足
的
な
説
明
を
加
え
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
の
う
ち
、
マ
ー
ラ
ー
の
宇
宙
論
と
重
な
り
う
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
の
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は
、
本
論
で
「
永
遠
回
帰
３
」
お
よ
び
「
同
４
」
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
語
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
語
義
の
も
と
に

理
解
さ
れ
て
、
難
な
く
文
（
Satz
＝
命
題
）
の
全
体
が
ニ
ー
チ
ェ
と
は
異
な
っ
た
命
題
（
Satz）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
歌
詞
に
用
い
ら
れ
た
詩
句
の
な
か
の
「
す
べ
て
の
悦
楽
は
永
遠
を
欲
す
る
」
と
い
う
文
＝
命
題
を
、
信
仰
と
神
の

愛
に
支
え
ら
れ
た
生
活
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
「
快
楽
」
や
「
幸
福
」
を
味
わ
っ
た
者
は
、
そ
れ
が
常
態
と
な
っ
た
永

遠
の
天
国
を
欲
す
る
だ
ろ
う
な
ど
と
読
み
替
え
て
し
ま
う
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
（

）。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
補
足

52

し
て
お
け
ば
、
本
論
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
階
梯
論
的
宇
宙
観
や
両
極
思
想
と
い
っ
た
点
で
マ
ー
ラ
ー
の
宇
宙
論
と
の
驚
く

べ
き
一
致
を
見
せ
て
い
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
自
然
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
と
融
和
し
た
思
想
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
そ
こ
で
は
、

一
点
に
向
け
て
の
生
命
の
階
梯
的
発
展
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
目
的
論
的
回
路
と
、
生
命
の
循
環
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰

論
に
近
い
循
環
論
的
回
路
と
が
並
存
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
も
、
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。

マ
ー
ラ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
の
理
解
は
、
万
物
の
生
成
原
理
を
植
物
（
花
々
）
と
動
物
に
語
ら
せ
、
さ
ら
に
そ
れ

を
永
遠
回
帰
の
教
師
と
な
っ
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
告
げ
る
詩
句
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
す
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
か
な
り
忠
実

な
理
解
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
だ
が
、
そ
の
あ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
階
梯
を
さ
ら
に
昇
り
進
む
か
た
ち
で
天
使
そ

し
て
神
の
愛
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
か
ら
決
定
的
に
外
れ
る
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
を
、

フ
ロ
ー
ロ
ス
が
言
う
よ
う
な
「
著
し
く
独
自
な
か
た
ち
で
新
し
く
解
釈
し
な
お
し
た
」
も
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
は
一
般
的
に
想
定
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ー
ラ
ー
は
、
生
命
が
一
段
一
段
と
発
展
し
て
最
後
に
天
使
た
ち
に
ま
で
達
す
る
過
程
は
「
人
を
ぞ
っ

と
さ
せ
る
（
schaurich）」
と
言
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
の
詩
句
に
続
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
使
が
現
れ
る
の
が
「
人
を

ぞ
っ
と
さ
せ
る
」、
つ
ま
り
身
の
毛
を
よ
だ
た
せ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
言
葉
（
schaurich）
を
、
ニ
ー
チ
ェ

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
常
識
的
に
は
大
き
な
差
異
が
難
な
く
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
「
も
の
す
ご
い
」
と
感
歎
す
る
意
味
で
使
っ
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た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
か
に
決
め
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
言
葉
の
両
義
性
を
、
そ
の
ま
ま
マ
ー
ラ
ー
の
心
情

の
在
り
よ
う
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（

）
本
論
で
底
本
と
す
る
の
は
以
下
の
校
訂
版
ニ
ー
チ
ェ
全
集
で
あ
る
。
Friedrich
N
ietzsche:Säm
tliche
W
erke,K
ritsche

1Studienausgabe,15
Bde.dtv
de
Gruyter
D
unndruck-A
usgabe
1967-1977.『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
A
lso

sprach
Zarathustra
に
つ
い
て
は
、
本
論
考
で
は
、
同
全
集
第
四
巻
に
基
づ
い
て
翻
訳
し
て
引
用
し
、
以
下
、
ZA
と
略
記
し
て
、
そ

の
ペ
ー
ジ
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
同
書
の
邦
訳
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

（

）
こ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
意
訳
の
か
た
ち
で
「
酔
歌
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
酔
い
痴
れ
た
真
夜
中
の
陶
酔
の
な

2か
で
歌
わ
れ
る
詩
句
が
示
さ
れ
る
章
だ
か
ら
で
あ
る
。

（

）
ZA
,S.404.

3
（

）
も
ち
ろ
ん
、
歌
詞
と
し
て
、
音
楽
上
の
必
要
か
ら
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
で
あ
る
。

4
（

）
ZA
,S.285f.

5
（

）
ZA
,S.400.

6
（

）
ZA
,S.401.

7
（

）
「
快
楽
」「
欲
望
」
を
意
味
す
る
Lustは
、
本
稿
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
句
の
訳
で
は
、
肉
体
的
な
も
の
を
超
え
た
心
理
的
・
精

8神
的
な
も
の
も
含
み
う
る
広
い
意
味
を
考
慮
し
て
「
悦
楽
」
と
訳
し
た
。
こ
れ
の
反
対
語
が
W
eh
と
Leid
で
あ
る
。
前
者
は
、
も
と

も
と
悲
鳴
を
上
げ
る
よ
う
な
苦
痛
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
肉
体
的
な
「
苦
痛
」、
後
者
は
、
精
神
的
な
も
の
を
含
め
た
「
悩
み
」
や
「
苦
悩
」

が
原
義
で
あ
る
。

（

）
葡
萄
の
木
は
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
想
起
さ
せ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
論
は
、
そ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
像
と
深
く
関
連
し
て

9い
る
。
一
例
と
し
て
：
M
arco
Brusotti:D
ie
LeidenschaftderErkenntonis.Philosophische
und
asthetische
Lebensgestal-

tung
beiN
ietzsche
von
M
orgenrothe
bis
A
lso
sprach
Zarathustra.Berlin/N
ew
Y
ork（
de
Gruyter）
1977,S.627.

（

）
ZA
,S.401.

10
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（

）
ebenda.

11
（

）
ZA
,S.402.

12
（

）
ebenda.

13
（

）
ZA
,S.403.

14
（

）
Gustav
M
ahler,Erinnerungen
von
N
atalie
Bauer-Lechner.H
am
burg（
K
arlD
ieterW
agner）,S.35f.本
書
か
ら
の
引

15用
は
、
以
下
、
Ｎ
Ｂ
Ｌ
と
略
記
す
る
。
書
名
は
『
ナ
タ
ー
リ
エ
・
バ
ウ
ア
ー
＝
レ
ヒ
ナ
ー
の
回
想
』
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
『
回
想
』
と

略
記
す
る
。
本
書
に
は
邦
訳
『
グ
ス
タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー
の
思
い
出
』（
高
野
茂
・
訳
、
音
楽
乃
友
社
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

（

）
『
悦
ば
し
き
知
識
』（
D
ie
fröhliche
W
issenschaft）
は
前
掲
の
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
三
巻
に
基
づ
い
て
翻
訳
し
て
引
用
し
、
FW
と

16略
記
し
て
ペ
ー
ジ
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

（

）
N
BL,S.38.

17
（

）
Gustav
M
ahler:Briefe,N
euausgabe
erw
eitertund
revidiertvon
H
erta
Blaukopf.W
ien/H
am
burg（
PaulZsolnay）

181982.S.126.（
Briefnr.145）.以
下
、
同
書
簡
集
か
ら
の
引
用
は
GM
B
と
略
記
す
る
。

（

）
GM
B,S.127f.（
Briefnr.146）.

19
（

）
GM
B,S.164f.（
Briefnr.180）.

20
（

）
GM
B,S.173f.（
Briefnr.188）.

21
な
お
、
こ
こ
で
の
第
一
楽
章
の
説
明
に
あ
る
「
バ
ッ
カ
ス
の
行
進
」
は
、
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
＝
バ
ッ
カ
ス
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の

根
本
思
想
と
も
重
な
り
合
う
が
、
こ
こ
で
の
マ
ー
ラ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
神
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
に
基
づ
く
一
般
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（

）
本
表
の
出
典
は
Gustav
M
ahler,Ein
Lesebuch
m
it
Bildern.H
rsg.von
H
ellm
ut
K
ühn
und
Georg
Q
ander.Zürich

22（
O
rellFüssli）
1982,S.108。
以
下
、
Ein
Lesebuch
と
略
記
す
る
。
本
書
に
は
邦
訳
『
グ
ス
タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー

そ
の
人
と
芸
術
、

そ
し
て
時
代
』（
岩
下
眞
好
他
・
訳
、
泰
流
社
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。

（

）
Gustav
M
ahler:Säm
tliche
W
erke,K
ritische
A
usgabe.H
rsg.von
derInternationtalen
Gustav
M
ahlerGesellschaft,

23W
ien.Bd.III,Sym
phonie
N
r.3.W
ien/London（
U
niversalEdition）.1974
│
V
orw
ortvon
Erw
in
Ratz（
1972）.

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

198



交
響
曲
第
三
番
の
本
質
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
マ
ー
ラ
ー
の
理
念
を
抽
出
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
九
二
一
年
に
発
表
さ
れ
た
パ
ウ
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
る
マ
ー
ラ
ー
の
全
交
響
曲
に
つ
い
て
の
先
駆
的

な
総
合
的
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
で
あ
る
以
下
を
参
照
：
PaulBekker:Gustav
M
ahlers

Sinfonien.Reprint.T
utzing（
H
ans
Schneider）
1969.S.103ff.

（

）
岩
下
眞
好
『
マ
ー
ラ
ー

そ
の
交
響
的
宇
宙
』（
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
五
年
）。

24
（

）
GM
B,S.165.（
A
nm
.zum
Briefnr.180）.

25
（

）
N
BL,S.56.

26
（

）
GM
B,S.180.（
Briefnr.195）.

27
（

）
Constantin
Floros:Gstav
M
ahler
I,D
ie
geistige
W
eltGustav
M
ahlers
in
system
atischer
D
arstellung.W
iesbaden

28（
Breitkopf&
H
artel）
2.A
uflage
1987.S.82f.

（

）
Ein
Lesebuch,S.60ff.

29
（

）
マ
ー
ラ
ー
は
、
第
三
楽
章
の
主
題
に
、『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』
か
ら
の
歌
詞
に
よ
っ
て
作
曲
し
た
歌
曲
〈
夏
の
歌
い
手
交
替
〉

30（
A
blosung
im
Som
m
er）
を
利
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
詞
は
、
カ
ッ
コ
ウ
が
死
ぬ
と
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
や
っ
て
来
て
啼
い
て
く

れ
る
と
い
う
も
の
で
、
動
物
に
お
け
る
生
命
の
循
環
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（

）
GM
B,S.166f.（
Briefnr.181).

31
（

）
Floros,a.a.O
.S.127f.

32
（

）
Floros,a.a.O
.S.129.

33
（

）
W
alter
W
eiss:Enttäuschter
Pantheism
us.Zur
W
eltgestaltung
der
D
ichtung
des
Restaurationszeit.D
ornbirn

34（
V
orarlberger
V
erlaganstalt）
1962.S.20f.

（

）
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ベ
ガ
ン
『
ロ
マ
ン
的
魂
と
夢
』（
小
浜
俊
郎
、
後
藤
信
幸
・
訳
、
国
文
社
、
一
九
七
二
年
）、
一
八
八
ペ
ー
ジ
以
下
。

35あ
わ
せ
て
、
以
下
の
書
物
を
参
照
：
Ｇ
・
Ｈ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
『
夢
の
象
徴
学
』（
深
田
甫
・
訳
、
青
銅
社
、
一
九
七
六
年
）、
Franz

von
Bader:Schriften.Leipzig（
Insel）
1921.

（

）
ベ
ガ
ン
前
掲
書
、
一
九
〇
ペ
ー
ジ
以
下
。

36
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（

）
ZA
,S.199.

37
（

）
FW
,S.570.

38
（

）
ZA
,S.199ff.

39
（

）
ZA
,S.11.す
で
に
序
説
の
冒
頭
で
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
私
の
鷲
と
蛇
」
と
言
っ
て
い
る
。

40
（

）
ZA
,S.272.

41
（

）
三
富
明
『
永
劫
回
帰
思
想
と
啓
蒙
の
弁
証
法
』（
理
想
社
、
一
九
九
五
年
）、
五
九
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

42
（

）
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
だ
け
で
も
、
た
と
え
ば
「
徳
」（
T
ugend）
に
つ
い
て
（「
序
説
四
」
や
第
一
部
「
徳
の
講
壇
」

43の
章
を
参
照
）、「
情
熱
」（
Leidenschften/Freudenschften）
に
つ
い
て
（
第
一
部
「
歓
び
の
情
熱
と
苦
し
み
の
情
熱
」
参
照
）
な

ど
の
叙
述
か
ら
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
、
従
来
の
語
義
を
洗
い
直
し
て
本
来
の
語
義
に
立
ち
返
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る

こ
と
が
顕
著
に
見
て
取
れ
る
。

（

）
ZA
,S.276.

44
（

）
ZA
,S.275f.

45
（

）
こ
の
章
で
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
当
初
、「
最
小
の
人
間
も
永
遠
に
回
帰
し
て
く
る
こ
と
」
に
強
い
嫌
悪
を
感
じ
た
こ
と
が
本
人

46の
口
か
ら
告
げ
ら
れ
る
が
（
ZA
,S.274.）、
三
富
前
掲
書
（
一
六
八
ペ
ー
ジ
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
発
言
に
あ
る
「
最
小
の
人

間
」
と
い
う
発
想
が
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
、
最
小
（
最
低
価
値
）
か
ら
最
大
（
最
高
価
値
）
へ
と
い
う
目
的
論
的
思
考
回
路
を
完
全

に
棄
て
切
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
病
気
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
今
、
彼
は
快
癒
し
て
、
す

な
わ
ち
、
そ
う
し
た
思
考
回
路
を
切
り
捨
て
て
、
永
遠
回
帰
の
正
し
い
伝
道
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
が
、
病
気
の
危
険
は
な

お
も
伴
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、「
言
葉
」
は
目
的
論
的
発
想
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

（

）
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ト
は
、『
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
』（
柴
田
治
三
郎
・
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
の
な
か
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永

47遠
回
帰
論
は
「
第
一
に
、
意
欲
す
る
人
間
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
目
標
の
確
定
と
し
て
│
│
そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
の
教
説
は
自
己
永
遠

化
の
意
思
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
不
死
の
信
仰
の
代
用
と
な
る
│
│
第
二
に
、
自
然
的
世
界
の
、
そ
れ
以
外
に
あ
り
よ
う
の
な
い
存

在
、
意
欲
さ
れ
な
い
存
在
に
お
け
る
物
理
学
的
事
実
の
確
認
と
し
て
│
│
そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
の
教
説
は
近
代
物
理
学
に
よ
っ
て
古
代

的
宇
宙
論
の
代
用
と
な
る
│
│
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
と
定
式
化
し
て
い
る
（
同
書
一
〇
七
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
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ル
ー
ズ
は
、『
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』（
足
立
和
弘
・
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
二
年
）
の
な
か
で
、
永
遠
回
帰
の
「
第
一
の
側
面
」
と
し
て

（
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
は
逆
の
順
序
だ
が
）「
宇
宙
論
的
、
物
理
学
的
教
説
と
し
て
の
永
遠
回
帰
」
を
挙
げ
（
同
書
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
）、「
第

二
の
側
面
」
と
し
て
「
倫
理
的
、
選
択
的
思
想
と
し
て
の
永
遠
回
帰
」（
同
書
一
〇
四
ペ
ー
ジ
以
下
）
を
挙
げ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
説
明
は
、「
第
一
に
、
意
欲
す
る
人
間
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
目
標
の
確
定
と
し
て
」
と
述
べ
る
と
き
に
、
ニ
ー
チ
ェ

の
永
遠
回
帰
論
を
、
す
で
に
目
的
論
的
思
考
回
路
か
ら
説
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
直
面
し
た
「
言
葉
」
の
問
題
性
は
、
そ

れ
ほ
ど
に
大
き
く
根
深
い
の
だ
。

（

）
ZA
,S.275.

48
（

）
Floros,a.a.O
.S.71f.

49
（

）
Ein
Lesebuch,S.106f.

50
（

）
村
井
翔
『
マ
ー
ラ
ー
』（
音
楽
乃
友
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
二
〇
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

51
（

）
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
復
活
」
思
想
と
永
遠
回
帰
論
と
の
間
に
は
読
み
替
え
の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
連

52し
て
、
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
作
曲
上
の
理
念
が
第
二
番
の
《
復
活
》
か
ら
、
ほ
ぼ
時
を
経
ず
し
て
作
曲
さ
れ
た
第
三
番
の
「
永
遠
回
帰
」

へ
と
移
行
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
、
交
響
曲
第
二
番
の
創
作
過
程
、
と
り
わ
け
マ
ー
ラ
ー
自
身
に
よ
る
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
作
の
歌
詞
の
変
更

を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
は
興
味
深
い
課
題
で
あ
ろ
う
。
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