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止まった時計

止
ま
っ
た
時
計

浜　
　
　

日　

出　

夫

１　

止
ま
っ
た
時
計

２　

近
代
社
会
と
ク
ロ
ッ
ク
タ
イ
ム

３　

二
つ
の
時
間
―
―
水
平
に
流
れ
去
る
時
間
・
垂
直
に
積
み
重
な
る
時
間
―
―

４　

二
つ
の
時
間
が
出
会
う
と
き

１　

止
ま
っ
た
時
計

　

調
査
で
歩
い
て
い
る
と
各
地
で
止
ま
っ
た
時
計
に
出
会
う
。
た
と
え
ば
、
広
島
市
の
広
島
平
和
記
念
資
料
館
で
は
八
時
一
五
分
で

止
ま
っ
た
時
計
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
（
写
真
１
）、
神
戸
市
三
宮
の
東
遊
園
地
に
は
五
時
四
六
分
で
止
ま
っ
た
時
計
を
か
か
え

持
つ
ビ
ー
ナ
ス
像
が
立
っ
て
い
る
（
写
真
２
）。
そ
の
ほ
か
に
も
二
時
四
六
分
で
止
ま
っ
た
時
計
（
宮
城
県
名
取
市
・
閖
上
中
学
校
、
写

真
３
）、
六
時
五
六
分
で
止
ま
っ
た
時
計
（
東
京
都
大
田
区
・
日
本
航
空
安
全
啓
発
セ
ン
タ
ー
）、
一
一
時
二
分
で
止
ま
っ
た
時
計
（
長
崎

原
爆
資
料
館
）、
一
一
時
五
八
分
で
止
ま
っ
た
時
計
（
東
京
都
墨
田
区
横
網
町
公
園
・
東
京
都
復
興
記
念
館
、
写
真
４
）
な
ど
が
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
広
島
へ
の
原
爆
投
下
時
刻
（
一
九
四
五
年
八
月
六
日
午
前
八
時
一
五

分
）、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
発
生
時
刻
（
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
午
前
五
時
四
六
分
）、
東
日

本
大
震
災
発
生
時
刻
（
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
午
後
二
時
四
六
分
）、
日
本
航
空
１
２
３
便

墜
落
時
刻
（
一
九
八
五
年
八
月
一
二
日
午
後
六
時
五
六
分
）、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
時
刻
（
一
九

四
五
年
八
月
九
日
午
前
一
一
時
二
分
）、
関
東
大
震
災
発
生
時
刻
（
一
九
二
三
年
九
月
一
日
午
前

一
一
時
五
八
分
）
を
指
し
て
止
ま
っ
て
い
る
。

　

時
計
の
機
能
は
時
を
刻
み
、
時
刻
を
表
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
止
ま
っ
た
時
計
は
も
は
や

時
を
刻
ま
な
い
。
こ
れ
ら
の
時
計
を
見
て
も
、
今
何
時
な
の
か
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
時
計
は
、
役
に
立
た
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
捨
て
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
止
ま
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
も
は
や
時
計
と
し
て
機
能

し
て
い
な
い
時
計
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
止
ま
っ
た
時
計
を
手
が

か
り
と
し
て
近
代
社
会
と
時
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

２　

近
代
社
会
と
ク
ロ
ッ
ク
タ
イ
ム

　

近
代
社
会
が
時
計
な
し
に
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
一
世
紀
以
上

前
に
、
ジ
ン
メ
ル
は
「
ベ
ル
リ
ン
の
す
べ
て
の
時
計
が
突
然
狂
っ
て
異
な
っ
た
方
向
へ
進
め

ば
、
た
と
え
そ
れ
が
た
ん
に
一
時
間
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
経
済
的
そ
の
他
の
取
引

生
活
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
混
乱
す
る
で
あ
ろ
う
」（Sim

m
el [1903] 1957=1998: 190-1

）

写真１  （著者撮影）写真２  （著者撮影）
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と
書
い
た
。
こ
れ
は
近
代
社
会
が
時
計
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ク
ロ
ッ
ク
タ
イ
ム
な
し
に
成
り

立
た
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
早
い
時
期
の
指
摘
で
あ
る
。

　

ギ
デ
ン
ズ
は
伝
統
的
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
移
行
の
指
標
を
「
時
間
と
空
間
の
分
離
」

に
求
め
て
い
る
。
伝
統
的
世
界
で
は
時
間
と
場
所
は
結
び
つ
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
江
戸
時

代
に
は
、
夜
明
け
に
「
明あ
け

六
つ
」
の
鐘
が
鳴
り
、
日
暮
れ
に
「
暮
六
つ
」
の
鐘
が
鳴
る
と
い

う
よ
う
に
、
太
陽
の
動
き
に
し
た
が
っ
て
時
刻
が
表
示
さ
れ
た
が
、
夜
明
け
や
日
暮
れ
の
時

刻
は
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
時
間
と
場
所
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
「
い
つ
」
は
つ
ね
に
「
ど
こ
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
（Giddens 

1990=1993: 31

）。
し
か
し
、
近
代
社
会
へ
移
行
し
、
時
刻
が
機
械
時
計
に
よ
っ
て
表
示
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
時
間
と
空
間
は
分
離
す
る
。
機
械
時
計
が
表
示
す
る
時
刻
は
、
一
定

の
範
域
内
で
あ
れ
ば
場
所
に
関
係
な
く
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
相
互

行
為
の
「
脱
埋
め
込
み
化
」
が
生
じ
る
（Giddens 1990=1993: 35

）。

　

相
互
行
為
は
か
な
ら
ず
行
為
者
の
間
で
の
時
間
的
な
調
整
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

時
間
と
場
所
が
結
び
つ
い
て
い
た
伝
統
的
世
界
で
は
、
相
互
行
為
も
ま
た
時
を
告
げ
る
鐘
の

音
が
聞
こ
え
る
範
囲
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
機
械
時
計
が
場
所
と
無
関
係
に
ど

こ
で
も
同
じ
時
刻
を
表
示
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
相
互
行
為
も
ま
た
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
か
ら

解
き
放
た
れ
、
空
間
的
に
遠
く
離
れ
た
行
為
者
の
間
で
も
相
互
行
為
が
可
能
と
な
る
。
た
と

え
ば
、
空
間
的
に
離
れ
た
二
つ
の
駅
に
あ
る
時
計
と
、
列
車
の
運
転
手
が
持
っ
て
い
る
時
計

が
同
じ
時
刻
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
列
車
の
運
行
は
可
能
と
な
る
。
そ

写真３� （著者撮影）写真４� （著者撮影）
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し
て
、
鉄
道
だ
け
で
な
く
、
学
校
、
工
場
、
銀
行
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
な
制
度
は
、
空
間
的
に
分
散
し
て
い
る
多
く
の
行
為
者

の
行
為
が
、
同
じ
時
刻
を
指
す
時
計
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
、
さ
ら
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
時
間

が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
間
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
今
日
で
は
、
相
互
行
為
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
て
お
り
、
も
し

ベ
ル
リ
ン
の
時
計
が
突
然
す
べ
て
狂
え
ば
、
混
乱
は
ベ
ル
リ
ン
や
ド
イ
ツ
国
内
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
全
世
界
に
波
及
す
る
だ
ろ
う
。

　

ジ
ン
メ
ル
や
ギ
デ
ン
ズ
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
近
代
社
会
が
、
動
い
て
い
る
時
計
が
示
す
ク
ロ
ッ
ク
タ
イ
ム
な
し
に
成
り
立
た
な

い
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
浜 

二
〇
一
三
ｂ
）。
そ
れ
で
は
相
互
行
為
の
時
間
的
調
整
の
た
め
に
は
役
に
立
た
な
い
は
ず
の
止
ま
っ
た

時
計
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
動
い
て
い
る
時
計
が
刻
む
時
間
と
は
異
な
る
時
間
を
、
止
ま
っ
た
時
計

が
刻
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３　

二
つ
の
時
間
―
―
水
平
に
流
れ
去
る
時
間
・
垂
直
に
積
み
重
な
る
時
間
―
―

　

⑴　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
図
表

　

私
た
ち
は
ふ
つ
う
時
間
を
表
す
た
め
に
一
本
の
矢
印
を
書
く
。
こ
れ
は
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
へ
と
続
く
時
間
の
流
れ
を
表

現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
時
間
を
次
の
よ
う
な
時
間
図
表
（Zeitdiagram

）
と
し
て
表
現
し
た
（
図

１
）。

　

時
間
図
表
の
横
軸
は
次
々
に
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
根
元
的
印
象
（U

rim
pression

）
の
系
列
を
示
し
て
い
る
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

の
交
響
曲
第
五
番
の
主
題
を
例
に
と
れ
ば
、
第
一
音
（
Ｕ₀
）
の
ソ
に
続
き
、
第
二
音
（
Ｕ₁
）
の
ソ
、
第
三
音
（
Ｕ₂
）
の
ソ
、
そ
し
て

第
四
音
（
Ｕ₃
）
の
♭
ミ
が
次
々
に
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
（
寺
前 

二
〇
〇
九
）。
だ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
音
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
消
え
去
っ
た
後
も
保
持
さ
れ
つ
づ
け
る
。
こ
の
「
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
を
な
お
も
現
在
へ
と
繋
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ぎ
止
め
・
保
持
す
る
は
た
ら
き
」（
斎
藤 

二
〇
〇
〇
：
四
五
）
が
「
過
去
把
持

（Retention

）」
で
あ
る
。

　

音
は
鳴
り
始
め
、
そ
し
て
鳴
り
止
む
。
そ
し
て
そ
の
音
の
持
続
統
一
の
全
体
は
、

す
な
わ
ち
音
が
鳴
り
始
め
鳴
り
終
わ
る
全
過
程
の
統
一
は
、
そ
れ
が
鳴
り
終
わ
っ

た
あ
と
次
第
に
遠
い
過
去
へ
《
後
退
す
る
》。
こ
の
よ
う
な
沈
退
の
中
で
私
は
な

お
も
そ
の
音
を
《
把
持
》
し
、
そ
れ
を
《
過
去
把
持
》
の
う
ち
に
所
持
し
て
い
る
。

（H
usserl [1928] 1966=1967: 34

）

　

一
音
目
の
「
ダ
」（
Ｕ₀
）
が
鳴
り
、
や
が
て
そ
れ
は
過
ぎ
去
り
、
二
音
目

の
「
ダ
」（
Ｕ₁
）
が
鳴
る
。
し
か
し
、
二
音
目
の
「
ダ
」（
Ｕ₁
）
が
鳴
っ
た
時

点
で
、
一
音
目
の
「
ダ
」（
Ｕ₀
）
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
過
去

把
持
（
R₀¹
）
と
し
て
保
た
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
三
音
目
の
「
ダ
」（
Ｕ₂
）
が

鳴
る
と
、
二
音
目
の
「
ダ
」（
Ｕ₁
）
も
過
ぎ
去
る
が
、
二
音
目
の
「
ダ
」

（
Ｕ₁
）
と
一
音
目
（
Ｕ₀
）
の
過
去
把
持
（
R₀¹
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去
把
持

（
R₁²
）（
R₀²
）
へ
と
移
行
し
て
保
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
音
目
の
「
ダ
ー

ン
」（
Ｕ₃
）
が
鳴
っ
た
時
点
で
、
三
音
目
の
「
ダ
」（
Ｕ₂
）
お
よ
び
過
去
把
持

（
R₁²
）（
R₀²
）
が
そ
れ
ぞ
れ
過
去
把
持
（
R₂³
）（
R₁³
）（
R₀³
）
へ
と
移
行
す
る
。
時

間
図
表
の
縦
軸
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
い
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
の
過

U3

R2 3

R1 3

R0 3

R0 2

R1 2R0 1

U2U1U0

（斎藤 2000: 46）
図１　フッサールの時間図表
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去
把
持
の
「
連
続
体
」（H

usserl [1928] 1966=1967: 41

）
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
過
ぎ
去
っ
た
音
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
な
く
、
そ
の
つ
ど
過
去
把
持
の
連
続
体
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
ダ
ダ
ダ
ダ
ー
ン
（
R₀³
︲
R₁³
︲
R₂³
︲
Ｕ₃
）
と

い
う
メ
ロ
デ
ィ
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
過
ぎ
去
っ
た
音
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
な
く
失
わ
れ
て
い
く
の
だ
と
す
れ
ば
、

私
た
ち
が
聞
く
の
は
ダ
（
Ｕ₀
）
と
ダ
（
Ｕ₁
）
と
ダ
（
Ｕ₂
）
と
ダ
ー
ン
（
Ｕ₃
）
と
い
う
、
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
四
つ
の
音
の
系
列
だ

け
だ
ろ
う
。

　

メ
ロ
デ
ィ
の
延
長
［
は
］
知
覚
作
用
の
延
長
の
中
に
単
に
点
の
継
続
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
［
の
］
で
は
な
く
、
過
去
把
持
的
意

識
の
統
一
そ
れ
自
身
が
、
経
過
し
た
諸
音
を
な
お
も
意
識
の
内
に
《
把
持
》
し
、
そ
し
て
統
一
的
な
時
間
客
観
、
す
な
わ
ち
メ
ロ
デ
ィ
、
に

関
係
す
る
意
識
の
統
一
を
さ
ら
に
産
出
し
続
け
る
。（H

usserl [1928] 1966=1967: 52

）

　

こ
れ
は
冒
頭
の
主
題
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
演
奏
が
続
く
間
、
最
終
小
節
に
い
た
る
ま
で
、
過
去
把
持
は
働
き
つ

づ
け
、
主
題
の
変
奏
が
現
れ
る
た
び
に
、
冒
頭
主
題
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
主
題
の
変
奏
と
し
て
聴
く
。
も
し
冒
頭

の
「
ダ
ダ
ダ
ダ
ー
ン
」
が
保
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
主
題
の
変
奏
と
し
て
聴
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、

最
後
の
旋
律
が
鳴
り
、
冒
頭
の
主
題
か
ら
最
後
の
旋
律
に
い
た
る
ま
で
の
過
去
把
持
の
連
続
体
全
体
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
き
、
私

た
ち
は
《
運
命
》
を
聴
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

演
奏
が
終
了
す
る
と
、
も
は
や
新
た
な
根
元
的
印
象
が
現
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
新
た
な
過
去
把
持
が
付
け
加
わ

る
こ
と
も
な
く
な
り
、
過
去
把
持
連
続
体
の
全
体
は
し
だ
い
に
沈
殿
し
て
い
く
。
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メ
ロ
デ
ィ
が
鳴
り
止
ん
で
静
か
に
な
る
と
、
そ
の
最
後
の
位
相
に
は
も
は
や
新
し
い
知
覚
の
位
相
が
結
合
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
あ
と

は
た
だ
新
鮮
な
記
憶
の
位
相
が
そ
れ
に
結
合
す
る
だ
け
と
な
り
、
そ
し
て
こ
れ
に
は
次
々
に
そ
の
よ
う
な
［
記
憶
の
（
訳
者
補
足
）］
位
相

が
結
合
す
る
。
そ
こ
で
は
絶
え
ず
過
去
へ
の
後
退
が
行
な
わ
れ
、
同
じ
連
続
的
複
合
が
絶
え
ず
変
様
さ
れ
、
そ
し
て
や
が
て
消
失
す
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
変
様
に
伴
っ
て
微
弱
化
が
起
こ
り
、
遂
に
は
も
う
気
づ
か
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。（H

usserl [1928] 1966=1967: 
42

）

　

だ
が
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
は
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。「
第
一
次
記
憶
が
過
ぎ
去
っ
た
の
ち
に
、

…
…
あ
の
メ
ロ
デ
ィ
の
新
し
い
記
憶
が
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
が
あ
る
」（H

usserl [1928] 1966=1967: 48

）。
私
た
ち
は
中
学
の
音
楽

鑑
賞
の
授
業
で
聴
い
た
「
ダ
ダ
ダ
ダ
ー
ン
」
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
コ
ン
サ
ー
ト
で
聴
い
た
「
ダ
ダ
ダ
ダ
ー

ン
」
を
思
い
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
「
第
一
次
記
憶
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
過
去
把
持
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
第
一
次
記
憶
が
過
ぎ
去
っ
た
の
ち
に
浮
か
び
あ
が
る
「
新
し
い
記
憶
」
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
第
二
次
記
憶
」
あ
る

い
は
「
想
起
（W

iedererinnerung

）」
と
呼
ぶ
（H

usserl [1928] 1966=1967: 48

）。

　

過
去
把
持
が
根
元
的
印
象
に
す
ぐ
接
し
て
、
こ
れ
を
現
在
に
繋
ぎ
止
め
、
保
持
す
る
非
主
題
的
・
非
対
象
化
的
な
作
用
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
想
起
は
、
過
去
把
持
連
続
体
が
い
っ
た
ん
完
結
し
遠
ざ
か
っ
た
の
ち
に
、
ふ
た
た
び
こ
れ
に
注
意
を
向
け
、
こ
れ
を
主

題
的
・
対
象
化
的
に
再
構
成
す
る
作
用
で
あ
る
（
斎
藤 

二
〇
〇
〇
：
四
七
︲
八
）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
記
憶
は
、
第
一
次
記
憶

と
し
て
の
過
去
把
持
が
い
っ
た
ん
非
主
題
的
に
保
持
し
た
経
験
を
、
の
ち
に
第
二
次
記
憶
と
し
て
の
想
起
が
主
題
的
に
再
構
成
す
る
、

と
い
う
二
段
階
か
ら
な
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　

野
家
啓
一
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
図
表
の
横
軸
の
時
間
を
「
水
平
に
流
れ
去
る
時
間
」、
縦
軸
の
時
間
を
「
垂
直
に
積
み
重
な

る
時
間
」
と
呼
ぶ
（
野
家 

［
一
九
九
六
］
二
〇
〇
五
）。
水
平
に
流
れ
去
る
時
間
は
私
た
ち
が
矢
印
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
時
間
で
あ

り
、
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
往
復
運
動
や
時
計
の
針
の
回
転
運
動
に
よ
っ
て
測
定
し
て
い
る
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
垂
直
に
積
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み
重
な
る
時
間
は
私
た
ち
の
記
憶
の
中
に
沈
殿
し
て
い
る
時
間
で
あ
る
。

　

⑵　

シ
ュ
ッ
ツ
の
社
会
的
世
界
論

　

こ
の
二
つ
の
時
間
は
個
人
意
識
の
中
だ
け
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
の
分
析
を
社
会

的
世
界
に
お
け
る
他
者
経
験
に
拡
張
し
て
い
る
。
社
会
的
世
界
に
お
い
て
も
、
時
間
は
水
平
に
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

集
合
的
記
憶
の
中
で
垂
直
に
積
み
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
、
社
会
的
世
界
を
、
他
者
の
意
識
体
験
の
与
え
ら
れ
方
の
違
い
に
応
じ
て
、「
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
（U

m
w

elt

）」「
ミ
ッ

ト
ヴ
ェ
ル
ト
（M

itw
elt

）」「
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
（V
orw

elt

）」「
フ
ォ
ル
ゲ
ヴ
ェ
ル
ト
（Folgew

elt

）」
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
。

　

ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
は
「
空
間
的
・
時
間
的
直
接
性
」（Schütz [1932] 1974=2006: 245

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
領
域
で
あ
る
。

　

あ
る
汝
が
私
と
空
間
的
・
時
間
的
に
共
存
し
て
い
る
と
き
、
私
は
こ
の
汝
に
つ
い
て
、
汝
が
私
の
社
会
的
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
に
属
し
て
い
る
、

と
言
う
。
汝
が
私
と
空
間
的
に
共
存
し
て
い
る
と
は
、
汝
が
「
身
体
的
に
」
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
汝
自
身
と
し
て
、
こ

の
特
別
の
汝
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
汝
の
身
体
が
［
汝
の
意
識
体
験
を
表
す
］
徴
候
に
満
ち
た
表
現
領
野
と
し
て
与

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
汝
が
私
と
時
間
的
に
共
存
し
て
い
る
と
は
、
私
が
真
正
の
同
時
性
に
お
い
て
汝
の
意
識
の
経
過
に
ま

な
ざ
し
を
や
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
汝
の
持
続
と
私
の
持
続
が
同
時
で
あ
る
こ
と
、
我
々
が
と
も
に
時
間
を
経
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。（Schütz [1932] 1974=2006: 245

）

　

ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
で
は
他
者
は
い
ま
私
の
目
の
前
に
い
て
、
私
は
そ
の
姿
を
直
接
自
分
の
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
友
人
と
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話
を
し
て
い
る
と
き
、
表
現
領
野
と
し
て
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
友
人
の
身
体
に
、
友
人
の
声
・
表
情
・
身
振
り
な
ど
、
友
人
の
意

識
体
験
を
表
す
豊
か
な
徴
候
が
根
元
的
印
象
と
し
て
次
々
に
現
れ
る
の
を
私
は
同
時
的
に
体
験
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
根
元
的
印
象

は
新
た
な
根
元
的
印
象
が
現
れ
る
た
び
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
は
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
過
去
把
持
の
連
続
体
と
し
て
保

持
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
や
が
て
別
れ
の
時
が
く
る
。

　

私
は
友
人
と
笑
み
を
交
し
、
握
手
を
し
て
別
れ
を
告
げ
る
。
そ
れ
か
ら
彼
は
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
し
か
し
な
お
彼
は
声
が
届
く
範
囲
内
に

あ
り
、
私
に
大
声
で
呼
び
か
け
る
。
次
い
で
私
は
し
だ
い
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
彼
が
な
お
も
手
を
振
っ
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
つ
い
に
彼
は
私
の
視
野
か
ら
消
え
失
せ
る
。（Schütz [1932] 1974=2006: 264

）

　

握
手
を
し
て
別
れ
を
告
げ
、
友
人
は
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
つ
い
に
そ
の
姿
が
見
え
な
く
な
り
、
友
人
は
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
か
ら
ミ
ッ

ト
ヴ
ェ
ル
ト
へ
と
移
行
す
る
。
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
に
移
行
し
て
し
ま
う
と
、
も
は
や
根
元
的
印
象
が
新
た
に
付
け
加
わ
る
こ
と
は
な

く
な
り
、
過
去
把
持
の
連
続
体
は
し
だ
い
に
過
去
へ
と
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
だ
が
、
友
人
に
つ
い
て
の
経
験
は
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ

れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
過
去
把
持
の
連
続
体
は
し
だ
い
に
沈
殿
し
「
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
」（Schütz 

[1932] 1974=2006: 127

）
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
私
は
友
人
と
別
れ
た
あ
と
も
、
自
分
の
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
に
想
起

の
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
「
友
人
」
の
類
型
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
そ
の
友
人
が
亡
く

な
っ
た
あ
と
で
も
、
私
た
ち
は
こ
の
友
人
の
姿
を
自
分
の
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
の
も
う
一
つ
の
構
成
様
式
と
し
て
「
私
の
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
の
汝
の
過
去
の
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
と
し
て

の
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
」（Schütz [1932] 1974=2006: 272

）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
「
私
の
友
人
が
会
話
の
な
か
で
私

の
知
ら
な
い
友
人
の
兄
弟
に
つ
い
て
話
す
」（Schütz [1932] 1974=2006: 272

）
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
私
は
、
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友
人
が
私
の
目
の
前
で
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
を
想
起
し
「
友
人
の
兄
弟
」
の
類
型
を
構
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
同
時
的
に
体
験
し
て
い
る
。

私
自
身
の
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
か
ら
構
成
さ
れ
る
に
せ
よ
（「
友
人
」）、
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
の
他
者
の
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
か
ら
構
成
さ
れ

る
に
せ
よ
（「
友
人
の
兄
弟
」）、
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
は
過
去
の
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
の
記
憶
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。

　

ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
は
さ
ら
に
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
へ
と
連
続
的
に
推
移
し
て
い
く
。
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
と
は
「
私
自
身
よ
り
以
前
に

あ
っ
た
社
会
的
世
界
、
私
が
そ
れ
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
以
前
に
、
す
で
に
経
過
し
去
り
、
生
成
し
去
り
、
完

了
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
私
の
体
験
や
持
続
と
は
共
存
せ
ず
、
一
度
も
共
存
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
よ
う
な
社
会
的
世
界
」

（Schütz [1932] 1974=2006: 220

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
生
ま
れ
る
以
前
に
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
世
界
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
「
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
の
経
験
が
一
般
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
様
式
」（Schütz [1932] 

1974=2006: 313-4

）
と
し
て
二
つ
の
様
式
を
挙
げ
て
い
る
。

　

フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
の
知
識
と
同
じ
よ
う
に
、
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
や
ミ
ッ

ト
ヴ
ェ
ル
ト
の
他
我
の
伝
達
作
用
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
伝
達
者
自
身
の
過
去
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
体
験
（
た
と
え
ば
父
の

子
供
の
こ
ろ
の
思
い
出
）
で
あ
っ
た
り
、
伝
達
者
の
過
去
と
な
っ
た
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
や
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
の
体
験
で
あ
っ
た
り
す

る
。（Schütz [1932] 1974=2006: 314

）

　

私
の
目
の
前
に
い
る
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
の
他
者
が
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
を
想
起
し
て
、
私
の
生
ま
れ
る
前
の
戦
争
体
験
に
つ
い
て
話
す

の
を
聴
く
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
あ
る
い
は
私
が
戦
争
体
験
記
を
読
ん
で
、
私
が
生
ま
れ
る
前
の
戦
争
に
つ
い
て
知
る
よ
う
な
場
面

が
こ
れ
に
当
た
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
の
第
二
の
構
成
様
式
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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第
二
に
、
私
は
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
の
経
験
を
、
そ
れ
の
証
拠
と
な
る
、
最
広
義
の
記
録
や
記
念
碑
か
ら
手
に
入
れ
る
。

（Schütz [1932] 1974=2006: 314

）

　

ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
や
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
の
他
者
を
介
し
て
得
ら
れ
な
い
過
去
に
つ
い
て
の
経
験
は
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
史
料
や
痕
跡
を
通
し
て
再
構
成
す
る
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
広
島
平
和
記
念
資
料
館
に
は
、
人
の
影
が
遺
さ
れ
た
石
段
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
原
爆
の
熱
線
に
灼
か
れ
て
表
面
が
白
く
変
化
し
た
石
の
中
で
、
人
が
腰
掛
け
て
い
た
部
分
だ
け
が
元
の
ま
ま

黒
く
残
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
石
段
を
見
る
と
き
、
私
は
、
一
九
四
五
年
八
月
六
日
午
前
八
時
一
五
分
に
こ
の
石
段
に
座
っ
て
い

た
人
が
い
た
こ
と
を
知
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ウ
ム
ヴ
ェ
ル
ト
・
ミ
ッ
ト
ヴ
ェ
ル
ト
・
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
垂
直
に
積
み
重
な
る
時
間
に
沿
っ
て
、
さ
き

ほ
ど
別
れ
た
ば
か
り
の
「
友
人
」
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
「
父
」、
そ
の
父
か
ら
話
を
聞
い
た
戦
死
し
た
「
父
の
友
人
」、
さ
ら
に
は
石

段
に
影
だ
け
残
し
て
亡
く
な
っ
た
「
原
爆
死
没
者
」
へ
と
連
続
的
に
連
な
っ
て
い
る
。

　

野
家
は
、
垂
直
に
積
み
重
な
る
時
間
を
「
一
枚
一
枚
の
透
明
な
ガ
ラ
ス
板
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
図
柄
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
が
う
ず

た
か
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
」（
野
家
［
一
九
九
六
］
二
〇
〇
五
：
二
七
三
）
と
し
て
表
し
て
い
る
。
過
去
把
持

の
連
続
体
は
、
そ
れ
が
完
結
す
る
た
び
に
一
枚
の
ガ
ラ
ス
板
と
な
っ
て
静
か
に
沈
殿
し
て
い
く
。
私
た
ち
の
「
い
ま
こ
こ
」
の
下
方

に
は
そ
の
よ
う
に
し
て
沈
殿
し
た
ガ
ラ
ス
板
が
う
ず
た
か
く
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
が
「
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
」
と
呼
ぶ
の

は
そ
の
よ
う
な
ガ
ラ
ス
板
の
堆
積
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ガ
ラ
ス
板
の
堆
積
を
上
か
ら
の
ぞ
き
こ
む
と
き
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
無

数
の
死
者
た
ち
の
姿
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

さ
き
ほ
ど
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
止
ま
っ
た
時
計
が
刻
む
、
動
い
て
い
る
時
計
が
刻
ん
で
い
る
時
間
と
は
異
な
る
時
間
と
は
な
ん
で
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あ
ろ
う
か
。
動
い
て
い
る
時
計
が
水
平
に
流
れ
去
る
時
間
を
刻
ん
で
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
止
ま
っ
た
時
計
が
刻
む
時
間
と
は
垂
直

に
積
み
重
な
っ
て
い
く
時
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４　

二
つ
の
時
間
が
出
会
う
と
き

　

は
じ
め
に
挙
げ
た
止
ま
っ
た
時
計
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
時
計
は
い
く
つ
か
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
第
一

に
、
こ
れ
ら
の
時
計
は
い
ず
れ
も
多
数
の
人
が
亡
く
な
っ
た
戦
争
や
災
害
や
事
故
に
関
わ
っ
て
い
る
。
関
東
大
震
災
で
は
約
一
〇
万

五
〇
〇
〇
人
、
広
島
へ
の
原
爆
投
下
で
は
約
一
四
万
人
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
で
は
約
七
万
人
、
日
本
航
空
１
２
３
便
墜
落
事
故
で

は
五
二
〇
人
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
約
六
四
〇
〇
人
、
東
日
本
大
震
災
で
は
約
一
万
八
〇
〇
〇
人
が
亡
く
な
っ
た
。
第
二
に
、

こ
れ
ら
の
時
計
の
多
く
は
戦
争
や
災
害
・
事
故
で
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
た
現
場
あ
る
い
は
現
場
近
く
に
置
か
れ
、
一
般
に
公
開
さ

れ
て
い
る
。
第
三
に
は
、
そ
れ
ら
の
時
計
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
の
近
く
で
一
年
に
一
度
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
記
念
行
事

で
は
そ
の
時
計
が
指
し
示
し
て
い
る
時
刻
に
参
加
者
に
よ
る
黙
禱
が
行
な
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
記
念
行
事
の
多
く
が
テ
レ
ビ
で

全
国
に
中
継
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
神
戸
市
三
宮
の
東
遊
園
地
に
置
か
れ
て
い
る
ビ
ー
ナ
ス
像
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
ビ
ー
ナ
ス
像
は
一
九
九
五
年
一
月
一

七
日
午
前
五
時
四
六
分
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
倒
れ
た
。
ビ
ー
ナ
ス
像
が
抱
え
て
い
る
時
計
は
そ
の
時
刻
を
指
し
て
止

ま
っ
て
い
る
。
東
遊
園
地
の
ビ
ー
ナ
ス
像
前
の
広
場
で
は
毎
年
一
月
一
七
日
ま
だ
暗
い
早
朝
か
ら
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
犠
牲
者
を

追
悼
す
る
た
め
の
「
１
・
17
の
つ
ど
い
」
と
い
う
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
る
。
竹
灯
籠
が
「
１
・
17
」
の
形
に
並
べ
ら
れ
、
参
加
者

に
よ
っ
て
竹
灯
籠
の
中
に
ろ
う
そ
く
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
五
時
四
六
分
が
近
づ
く
と
、
ラ
ジ
オ
の
時
報
が
ス
ピ
ー
カ
ー
で
流

さ
れ
、
地
震
発
生
時
刻
の
五
時
四
六
分
に
な
る
と
参
加
者
に
よ
る
黙
禱
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
様
子
は
テ
レ
ビ
で
も
中
継
さ
れ
、
テ
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レ
ビ
の
前
で
も
多
く
の
人
が
黙
禱
す
る
。
会
場
で
は
「
火
ぃ
、
出
た
か
ら
な
あ
」
な
ど
と
低
い
声
で
語
り
合
う
家
族
の
声
が
聞
か
れ

る
（
二
〇
〇
七
年
一
月
一
七
日
調
査
）。

　

止
ま
っ
た
時
計
が
指
し
た
ま
ま
動
か
な
い
時
刻
と
一
年
間
動
き
つ
づ
け
た
時
計
が
指
す
時
刻
が
一
年
に
一
度
重
な
り
、
そ
の
と
き

に
黙
禱
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
黙
禱
の
中
で
止
ま
っ
た
時
計
の
針
が
一
目
盛
進
み
、「
あ
れ
か
ら
ま
た
一
年
経
っ
た
」
こ
と
を
告
げ

る
。
止
ま
っ
た
時
計
は
一
年
に
一
度
「
あ
れ
か
ら
五
年
経
っ
た
」「
あ
れ
か
ら
一
〇
年
経
っ
た
」「
あ
れ
か
ら
三
〇
年
経
っ
た
」「
あ

れ
か
ら
七
〇
年
経
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
た
戦
争
や
災
害
や
事
故
以
来
、
積
み
重
な
っ
た
時
間
の
厚
み
を

告
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
犠
牲
者
た
ち
が
も
は
や
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時
間
の
厚
み
で
あ
り
、
生
存
者
た
ち）1
（

が
そ
れ
ら

の
事
故
や
災
害
・
戦
争
の
あ
と
生
き
て
き
た
時
間
の
厚
み
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
に
お
い
て
、「
消
極
的
礼
拝
」「
積
極
的
礼
拝
」
に
加
え
て
、
第
三
の
タ
イ
プ
の
儀
礼

と
し
て
「
贖
罪
的
儀
礼
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
災
害
に
直
面
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
た
だ
災
害
を
想
起
し
て
、
こ
れ
を
嘆
く
こ

と
を
目
的
と
す
る
悲
し
い
祝
祭
」（D

urkheim
 1912=1975: 276

）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
つ
と
し
て
「
喪
」
を
挙
げ
て
い
る
。

「
個
人
が
死
ぬ
と
、
所
属
し
て
い
た
家
族
集
団
は
…
…
抱
擁
し
合
い
、
絡
み
つ
き
、
能
う
か
ぎ
り
互
い
に
身
を
寄
せ
合
う
」

（D
urkheim

 1912=1975: 293

）。
そ
し
て
、
こ
れ
は
集
団
の
存
続
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
、
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
述
べ
る
。「
社
会

に
ふ
り
か
か
り
、
こ
れ
を
減
殺
す
る
衝
撃
に
対
し
て
、
彼
ら
が
無
関
心
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
許
す
の
は
、
社
会
が
、
自
ら
当

然
も
つ
べ
き
場
を
彼
ら
の
心
の
う
ち
に
占
め
て
い
な
い
、
と
宣
言
す
る
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
そ
の
も
の
の
否
定
と

も
な
る
で
あ
ろ
う
」（D

urkheim
 1912=1975: 293

）。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
始
的
な
社
会
に
つ
い
て
こ
れ
を
述
べ

て
い
る
が
、
社
会
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
は
近
代
社
会
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
二
つ
の
時
間
が
出
会
う
と
き
に
行
な
わ
れ
る
黙
禱

は
「
贖
罪
的
儀
礼
」
の
近
代
的
な
形
態
で
あ
る
と
言
え
る）2
（

。
動
い
て
い
る
時
計
は
生
き
て
い
る
人
間
の
間
の
相
互
行
為
を
調
整
す
る

う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
。
近
代
社
会
は
動
い
て
い
る
時
計
な
し
に
は
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
動
い
て
い
る
時
計
は
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生
き
残
っ
た
人
間
が
死
ん
だ
人
間
と
出
会
う
た
め
の
役
に
は
立
た
な
い
。
止
ま
っ
た
時
計
は
生
き
残
っ
た
人
間
と
死
ん
だ
人
間
が
一

年
に
一
度
出
会
う
た
め
の
約
束
の
時
刻
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
年
に
一
度
動
い
て
い
る
時
計
が
指
す
時
刻
と
止
ま
っ
た
時
計

が
指
す
時
刻
が
重
な
る
と
き
、
黙
禱
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
黙
禱
の
中
で
生
き
残
っ
た
人
間
と
死
ん
だ
人
間
の
間
の
沈
黙
の
相
互
行
為

が
生
じ
る
の
で
あ
る）3
（

。
シ
ュ
ッ
ツ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
社
会
が
生
き
て
い
る
人
間
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
死
者
た

ち
も
ま
た
社
会
の
一
員
で
あ
る
限
り
、
近
代
社
会
が
存
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
動
い
て
い
る
時
計
だ
け
で
は
な
く
、
止
ま
っ
た
時

計
も
ま
た
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

（
1
）　

こ
こ
で
「
生
存
者
（survivor

）」
と
は
「
肉
体
的
に
せ
よ
精
神
的
に
せ
よ
、
な
ん
ら
か
の
形
で
死
と
接
触
し
、
現
在
な
お
生
き
つ

づ
け
て
い
る
者
」（Lifton [1968] 1991=2009: 282

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
生
存
者
」
に
は
狭
義
の
「
生
存
者
」
と
広
義
の
「
生

存
者
」
が
あ
る
。
狭
義
で
は
「
生
存
者
」
と
は
戦
争
や
災
害
・
事
故
に
遭
遇
し
て
生
き
残
っ
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
義
で
は

「
生
存
者
」
と
は
そ
れ
ら
の
戦
争
や
災
害
・
事
故
の
後
を
生
き
る
人
た
ち
を
意
味
す
る
。
広
島
で
被
爆
者
調
査
を
行
な
っ
た
リ
フ
ト
ン
は

「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
広
島
を
生
き
の
び
た
者
で
あ
［
る
］（w

e are all survivors of H
iroshim

a

）」（Lifton [1968] 1991=2009: 
282

）
と
述
べ
た
。
狭
義
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
生
存
者
」
と
は
被
爆
者
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
広
義
で
は
、
被
爆
者
に
限
ら
ず
、
ヒ
ロ
シ

マ
の
後
を
ヒ
ロ
シ
マ
と
向
き
合
い
つ
つ
生
き
る
人
々
は
す
べ
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
生
存
者
」
で
あ
る
。
非
被
爆
者
で
あ
り
ア
メ
リ
カ
人
で

あ
っ
た
リ
フ
ト
ン
が
「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
ヒ
ロ
シ
マ
の
生
存
者
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た

（
浜 

二
〇
一
三
ａ
）。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
は
、
私
た
ち
は
す
べ
て
関
東
大
震
災
の
生
存
者
で
あ
り
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
生
存
者
で
あ
り
、

ナ
ガ
サ
キ
の
生
存
者
で
あ
り
、
日
本
航
空
１
２
３
便
墜
落
事
故
の
生
存
者
で
あ
り
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
生
存
者
で
あ
り
、
東
日
本
大

震
災
の
生
存
者
な
の
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
ン
の
「
生
存
者
」
概
念
に
つ
い
て
は
（
高
山 

二
〇
一
六
）
を
参
照
。

（
2
）　

ノ
ラ
は
象
徴
的
な
「
記
憶
の
場
」
の
一
つ
と
し
て
一
分
間
の
黙
禱
を
挙
げ
て
い
る
（N

ora 1984=2002: 48

）。

（
3
）　
「
生
存
者
と
死
者
の
間
の
相
互
行
為
」
と
い
う
概
念
に
は
な
に
も
神
秘
的
な
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
フ
ォ
ア

ヴ
ェ
ル
ト
の
他
者
と
の
社
会
関
係
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ト
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
私
自
身
の
行
動
は
、
決
し
て
他
者
影
響
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で
は
な
く
、
む
し
ろ
…
…
他
者
に
影
響
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
」（Schütz [1932] 1974=2006: 313

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
死
者
と

の
相
互
行
為
に
つ
い
て
語
る
の
も
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
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