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カ
フ
カ
の
小
説『

審
判』

に
お
け
る 

逮
の
意
味
に
つ
い
て

——
「£:

番
物
語」

と
関
連
し
て——

清水薫

小
説0̂

審
判』

(
D
e
r

 
^
s
n

3

は
、

あ
る
朝
主
人
公
の
ョ
1

ゼ
フ• 

K
が
突
然
逮
捕
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
逮
捕
は 

通
常
の
意
味
で
の
逮
捕
で
は
な
い
。
ョ
I

ゼ
フ
•
K
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
逮
捕
の
こ
と
が
彼
に
告
げ
ら
れ
る
だ 

け
で
あ
る
。
そ
し
て
役
人
と
ョ
ー
ゼ
フ
.
Kと
の
間
で
こ
の
逮
捕
の
件
に
つ
い
て
様
々
な
譲
論
が
な
さ
れ
、
そ
の
譲
論
が
結
局『

審
判』 

の
終
わ
り
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
逮
捕
は
普
通
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
の
と
は
別
の
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し 

そ
の
逮
捕
の
麻
式
は
こ
の
小
説
の
中
で
は
最
後
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
、
m

lゼ
フ
.
K
 

が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、「

誰
か
が
ョ
|
ゼ
フ
.
Kを
中
傷
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
。」

(

九)

と
い 

う
こ
と
、
そ
し
て
ョ
I
ゼ
フ•

K
は
こ
の
逮
捕
を
認
め
ず
、
無
罪
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 

逮
捕
の
意
味
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
小
説
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
解
明
は
、
こ
の
小
説
の
第
九



享

.
(

マ
ッ
ク
ス
•
プ
ロ
ー
ト
に
よ
る
#K

力
け)

「

大
聖
堂
に
て
レ
の
中
で
、
あ
る
僧
侶(

教
齋
師)

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る「

門
番
物
語
T
ご 

と
小
説
全
体
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
物
語
と『

審
判』

は
パ
ラ
レ
ル 

な
関
係
に
あ
り
、
' こ
の
狗
語
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
僧
侶
自
身
の
解
説
が
、『

審
判』

全
体
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で 

あ
る
。

こ
の
関
連
と
こ
の
小
説
及
び
物
語
の
構
造
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
•
へ
ネ
ル
の
論
考「

門
番
物
語
と
そ
し
て
ヵ
フ
ヵ
の 

『

審
判』

に
と
っ
て
の
そ
の
意
味(

三」

に
お
い
て
適
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
先
ず
そ
の
内
{谷
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

.《

パ
ラ
レ
ル
な
関
係
？)》

こ
の「S:

番
物
語」

は
、
小
説『
審
削』

の
枠
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
と
、
.極
め
て
理
解
し
難
い
も
の
と
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
意
味
は 

差
し
当
た
り
こ
の
物
語
だ
け
か
ら
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

先

ず「

法」
(D
a
s

 

G
e
s
e
t
z
)

へ
の
入
口
が「
田
舍
か
ら
来
た
男」

(
D
e
r

 

M
a
n
n

 

v
o
n

 

d
e
m

 

I^ande)

，の
た
め
に
だ
け
定
め
ら
れ
て 

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
こ
の
入
口
を
使
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
間
題
と
な
る
の 

は
、
S
分
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
開
い
て
い
る
門
の
前
で
、「
門
番」

(
D
e
r

 T
a
r
h
a
t
e
r
)

か
ら
門
の
中
へ
入
る
許
可
を
待
ち
な
が
ら
、
無 

駄
に
人
生
を
過
ご
し
た
こ
の
男
の
意
慢
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
な
ぜ
門
番
が
こ
の
門
の
中
へ
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
の
か
明
ら
か
に
し
て 

い
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
男
が
そ
の
禁
止
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
人
間
性
を
放
棄
し
、
人
生
を
無
意
味
な
も
の
に
し
て
い
る
と 

い
う
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

次
に『

審
判』

と
の
関
連
か
ら
み
る
と
、

こ
の
物
語
は
僧
侶
に
よ
っ
て
、

ョ
ー
ゼ
フ• 

K
の
置
か
れ
た
状
態
と
彼
の
思
い
違
い
を
彼
本 

人
に
瞎
ら
せ
る
た
め
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
思
い
違
い
は
、
先
ず
最
初
に
、
ョ
I

ゼ
フ• 

K
が
自
分
の
罪
を
決
し
て
認
め
よ
う

2



と
は
せ
ず
、
自
分
が
こ
の
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
た
原
因
は
、
裁
判
所
の
役
人
達
の
弱
さ
に
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
、
 

こ
の
訴
訟
に
影
響
を
与
え
て
そ
れ
を
有
利
に
展
開
し
、
裁
判
所
の
助
力
を
得
て
こ
の
訴
訟
に
勝
つ
見
込
み
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
点
に
あ 

る
。
そ
れ
故
彼
は
常
に
他
者
の
助
力
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
僧
侶
か
ら
も
彼
は
援
助
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
も
う
一
つ
の 

思
い
違
い
は
、
彼
が
訴
訟
の
思
わ
し
く
な
い
経
過
の
責
任
を
裁
判
所
に
属
し
て
い
る
者
達
に
転
嫁
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ョ
I
ゼ
フ
.
 

K
が
彼
ら
の
と
こ
ろ
で
助
力
を
見
い
出
せ
な
い
と
き
に
は
、
彼
ら
は
彼
に
と
っ
て
無
能
な
も
の
、
権
限
の
な
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
 

こ
の
思
い
違
い
は
、「

門
番
物
語」
の
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
。
最
初
の
思
い
違
い
は
、£：

番
に
新
す
る「

田
舍
か
ら
来
た
男」 

の
懇
願
と
贈
賄
の
試
み
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
ま
た
二
つ
目
の
よ
り
危
臉
な
思
い
違
い
は
、
こ
の
男
が
S
分
自
身
の
行
動
に
対
す
る
責
任 

を
我
と
我
が
身
に
引
き
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
門
番
の
力
に
対
す
る
g
己
欺
臓
に
喜
ん
で
身
を
委 

ね
、
門
番
の
下
す
禁
止
を
同
の
中
へ
入
る
際
の
絶
謝
的
な
障
言
と
見
做
し
て
い
る
。S

：

の
前
で
の
彼
の
哀
れ
な
死
は
、
こ
の
S
己
欺
臓
に 

対
す
る
有
罪
判
決
で
あ
る
。

ョ
ー
ゼ
フ
.
K
は
こ
の
物
語
を
聞
い
て
、
彼
自
身
と「
田
舍
か
ら
来
た
男」

と
の
、
ま
た
裁
判
所
と
門
番
と
の
類
似
性
を
す
ぐ
に
理
解 

す
る
。
そ
し
て
す
ベ
て
の
罪
を
こ
の
男
か
ら
門
番
へ
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
封
し
て
僧
侶
は
、
門
番
は
役
人
と
し
て
自
由
の
身
で 

は
な
く
、
そ
し
て
こ
の「

田
舎
か
ら
来
た
男」

に
で
は
な
く
、

「
法」

に
対
し
て
の
み
主
貝
任
が
あ
り
、

一
方
こ
の
男
は
S
由
な
人
間
と
し 

て
、
き
ら
の
行
為
に
対
す
る
す
べ
て
の
責
任
を
担
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
役
人
で
あ
る
こ
と
が
力 

フ
カ
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3



《
役
人
で
あ
る
こ
と(weamter,sein)》

僧
侶
は
門
番
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
見
解
と
し
て
、
彼
が
言
う
こ
と
の
す
べ
て
は「

必
然
的」

(
n
o
t
w
e
n
d
i
g
)

で
あ
る
と
い
う
。
門
番 

は
投
人
で
あ
る
限
り
、M

由
で
も
個
性
的
で
も
な
く
、
自
分
自
身
も
他
の
者
も
理
解
す
る
こ
と
の
な
い
必
然
性
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い 

る
。
人
間
的
な
拆
え
が
彼
に
届
く
こ
と
は
な
い
し
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
役
人
と
の
人
間
的
な
接
触
は
存
在 

し
な
い
。
役
人
は
他
の
人
間
に
対
し
て
何
の
責
任
も
負
っ
て
い
な
い
。
彼
の
正
当
性
は
、
彼
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
彼
の
職 

務
、
機
能
に
お
い
て
の
み
，証
明
さ
れ
る
。
役
人
の
純
然
た
る
事
実
性
、
機
能
性
が
、
彼
を
罪
も
責
任
も
存
在
し
な
い
客
体
の
世
界
に
組
み 

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
を
人
間
的
な
判
断
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
客
体
の
世
界
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

彼
は
あ
る
種
の
威
厳
を
手
に
入
れ
る
が
、
そ
れ
は
自
由
で
自
律
的
な
人
間
の
威
厳
で
は
な
く
、
他
か
ら
貸
与
え
ら
れ
た
彼
の
職
務
の
威
厳 

で
あ
る
。
そ
れ
は
外
面
的
に
は
、
彼
の
表
情
の
硬
直
さ
、
ぎ
こ
ち
な
さ
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

ど
ん
な
人
間
で
も
外
か
ら
見
ら
れ
る
な
ら
ぱ
、
つ
ま
り
客
体
と
し
て
見
做
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
役
人
と
し
て
現
わ
れ
る
。
ョ
ー
ゼ
フ
.
K 

自
身
も
例
外
で
は
な
い
。『

審
判』

の
中
で
は
、
彼
は
他
の
弁
護
依
頼
人
達
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
日
常
的
な 

面
に
お
い
て
は
、
彼
は
銀
行
の
役
人
と
し
て
彼
の
職
務
の
保
護
下
に
あ
る
。
銀
行
の
職
務
は
、
裁
判
官
が
被
告
人
ョ
1
ゼ
フ• 

K
か
ら
引 

き
離
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
彼
を
他
の
人
間
か
ら
引
き
離
し
て
い
る
。
銀
行
で
は
彼
は
全
体
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
裁
判
組
織
と
似 

た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
一
部
で
あ
っ
て
、
彼
個
人
は
そ
の
職
務
に
お
い
て
消
減
し
て
い
る
。
 

、

4



《
動
機
づ
け(Motivation)》

人
間
の
內
面
で
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
だ
主
観
的
な
言
明
が
出
来
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
観
察
が
人
間
的
な
も
の 

の
核
心
に
迫
る
こ
と
は
な
い
。
誰
も
他
の
人
間
に
封
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
.い
し
、
僧
侶
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
門
番
に
対
す
る 

判
断
が
ョ
I

ゼ
フ• 

K
に
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「

田
舎
か
ら
来
た
男」

の
怠
慢
は
、
，門
番
の
誤
り
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は 

な
く
、
ョ
I
ゼ
フ
•
K
の
訴
訟
の
思
わ
し
く
な
い
進
行
が
役
人
達
の
弱
さ
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
僧
侶
が
持
ち
出
す
門 

番
に
つ
い
て
の
多
く
の
外
見
上
矛
盾
す
る
意
見
は
す
べ
て
、
門
番
が
人
間
と
し
て
は
未
知
の
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
一
義
的
な
判
断
を 

免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
の
は
役
人
と
し
て
の
門
番
の
職
務
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
門
番
が「

田
舍 

か
ら
楽
た
男」

に
門
の
中
へ
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
男
は
自
榮
的
に「

法」

の
外
で
人
生
を
過
ご
し
た
の
で
あ
り
、
そ 

れ
故
彼
の
怠
慢
の
罪
は
彼
だ
け
に
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
罪
が
小
説『

審
判』

の
テ
I
マ
と
な
っ
て
い
る
。

ョ
I

ゼ
フ•

K
は
逮
捕
に
よ
っ
て
行
動
を
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
こ
と
が
彼
に
伝
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
逮 

捕
は
裁
判
所
の
行
為
で
は
な
く
、
ョ
I
ゼ
フ
•
K
が
既
に
こ
の
小
説
の
始
め
に
置
か
れ
て
い
た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
g
身
が 

引
き
起
こ
し
た
状
態
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。

ョ
I

ゼ
フ• 

K
は
逮
捕
の
責
任
を
裁
判
所
に
転
嫁
し
た
が
る 

が
、
な
ぜ
彼
は
そ
う
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

カ
フ
カ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
善
と
悪
の
明
確
な
認
識
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
罪
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が 

何
を
す
べ
き
か
知
ら
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
己
の
知
に
従
っ
て
行
動
す
る
力
が
彼
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
罪
に
落
ち
た
状 

態
の
原
因
は
、
彼
が
認
識
の
木
か
ら
食
べ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
認
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
力
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
生
命
の
木
か

5



ら
食
べ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
？)

と
見
做
さ
れ
て
い
る
。

カ
フ
カ
の
插
く
人
物
の
有
す
る
悪
は
"
従
っ
て
そ
の
人
物
の
弱
さ
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
こ
と
を
彼
は
自
分
自
身
に
認
め
る
こ
と
は
出
楽
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
は
罪
の
許
し
に
射
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
が
欠 

け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
完
全
な
認
識
と
力
の
欠
乏
と
の
間
で
、
こ
の
人
物
は
極
め
て
絶
望
的
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
彼 

は
、
こ
の
力
を
増
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
認
識
を
減
ら
し
、
そ
し
て
暴
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
S
己
の
行
為
に
新
す
る
責
任 

を
S
己
か
ら
境
遇
、
他
人
そ
し
て
世
界
一
般
へ
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
人
物
の
試
み
は
、
認
識
を
暴
ら
せ
る
こ
と
に
役
*
つ
。
こ
の
よ
う
な 

正
当
化
の
仕
方
を
カ
フ
カ
は「
動
機
づ
け」

(Motivation)？
)

と
名
付
け
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
罪
を
外
の
世
界
へ
投
影
し
、

そ
の
世 

界
を
邪
悪
な
も
の
、
敵
対
的
な
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
心
の
呵
責
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。『

審
判』

は
こ
の
よ
う 

な
自
己
弁
護
と
正
当
化
の
記
録
で
あ
る
。
ョ
I

、ゼ
フ• 

K
は
裁
判
所
に
対
し
て
自
己
弁
護
を
試
み
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
裁
判
所
は
神
の 

法
の
代
行
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
弱
さ(

認
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
力
の
欠
乏)

が
動
機
と
な
っ
て
な
さ
れ
る
人
間 

的
な
正
当
化
の
道
で
あ
り
、
そ
の
構
築
物
で
あ
る
。

《
『

審
判』

の
世
界》

『

審
判』

の
世
界
は
、
罪
あ
る
も
の
の
動
機
づ
け(

自
己
の
罪
、
つ
ま
り
弱
さ
を
外
界
へ
投
影
す
る
こ
と)

に
よ
っ
て
築
か
れ
た
主
観
的 

な
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
が
明
瞭
な
插
写
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
現
実
的
な
印
象
を
与
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ョ
I
ゼ
フ 

は
彼
の
可
視
的
な
世
界
自
体
を
自
己
正
当
化
、
動
機
づ
け
か
ら
創
造
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
審
理
の
場
所
を
郊
外
の
貸
ア
バ
I

ト
に
移
す 

の
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
彼
で
あ
る
。
そ
こ
は
彼
自
身
の
内
面
と
同
様
に
薄
汚
れ
て
お
ち
ぶ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
彼
が
選
ぶ
階
段
が
ど 

れ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
彼
を
目
的
の
場
所
へ
と
導
い
て
い
く
。
そ
し
て
彼M

身
が
裁
判
所
の
者
達
を
弱
く
て
無
知
で
腐
敗
し
た
役
人
に



し
て
い
る
。『

審
判』

の
世
界
の
悪
は
、

ョ
I

ゼ
フ
• 

K
S身
の
弱
さ
の
動
機
づ
け
で
あ
り
、
®
己
の
罪
と「

制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と」 

(
B
e
s
c
h
r
a
n
k
t
h
e
i
t
)

の
投
影
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
世
界
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
役
人
と 

と
し
て
の
人
物
達
に
出
会
う
だ
け
で
あ
る
。

「

門
番
物
語」
に
つ
い
て
み
る
と
、

ョ
I
ゼ
フ
.
K
に
と
っ
て
の
裁
判
所
の
役
人
と
同
様
に
、
巧
番
は「

田
舎
か
ら
来
た
男」

の
動
機 

づ
け
で
あ
る
。
門
番
の
下
す
禁
止
は
、
こ
の
男
の
罪(

弱
さ)

故
に
目
標
を
達
成
出
来
な
い
で
い
る
こ
と
の
外
界
へ
の
投
影
で
あ
る
。
そ
し 

て
こ
の
入
口
は
こ
の
男
の
た
め
だ
け
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
門
番
の
言
葉
が
、
こ
の
物
語
、
そ
し
て
同
時
に『

審
判』

を
解
明
す
る 

鍵
と
な
っ
て
い
る
。
門
番
の
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
入
口
が
理
性
に
よ
っ
て
把
握
出
楽
る
よ
う
な
普
遍
妥
当
な
法
に
通
じ
て
い
る
の
で
は
な 

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
法
は「
旧
舍
か
ら
来
た
男」

に

「

固
有
の
法」

で
あ
る
。
門
番
は
彼
に
こ
の
法
の
中
へ
入
る
こ
と
を
禁
ず 

る
と
同
時
に
、
そ
の
前
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
へ
の
入
口
を
指
し
示
し
て
い
る
。
人
聞
が
こ
の「

固
有
の
法」

へ
到
達 

す
る
の
は
、
規
律
の
遵
守
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
個
人
全
体
の
投
入
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
法
の
妥
当
性
は
、
そ
の
普
遍
性
に
よ
っ 

て
で
は
な
く
、
そ
の
要
求
の
無
制
限
さ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
生
涯
に
渡
っ
て
こ
の
不 

可
能
な
こ
と(

個
人
全
保
の
投
入
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
に「
固
有
の
法」

の
中
へ
入
る
こ
と)

へ
と
人
間
を
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
へ
ネ
ル
の
論
考
の
中
の『

審
判』

の
構
造
に
か
か
わ
る
考
察
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
こ
の「

画
有
の
法」

に
つ 

い
て
は
こ
れ
以
上
論
究
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
の
基
本
的
な
構
造
は
明
ら
か
に
な
る
と
考
え 

ら
れ
る
。
ョ
I

ゼ
フ
，
K
の
内
面
世
界
の
無
意
識
的
な
流
出
と
し
て
の『

審
判』
の
世
界
が
、
夢
に
似
た
構
造
に
な
る
こ
と
は
理
解
出
来 

る
し
、
逮
捕
が
朝
起
き
て
か
ら
銀
行
へ
行
く
ま
で
の
間
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
小
説
に
は
筋
の
展
開
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と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
主
人
公
は
常
に
同
じ
状
態
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
あ
る
対
立
か
ら
生
じ
る
緊
張
が
こ
の
小
説
全
保
を
支
配 

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
納
得
さ
れ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
へ
ネ
ル
の
考
察
か
ら
逮
捕
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

こ
の
逮
捕 

は
、「

ョ
し
ゼ
フ
.
K
が
既
に
こ
の
小
説
の
始
め
に
置
か
れ
て
い
た
状
態」

を
意
味
し
て
お
り
、
彼
の
弱
さ(

認
識
に
従
っ
て
行
動
す
る
力 

の
欠
乏)

の
動
機
づ
け
で
あ
る
。
.
ま
た
そ
れ
は
、
m
l
ゼ
フ
.
K
き
身
の
罪
、
つ
ま
り
彼
が「

固
有
の
法」

の
外
に
い
る
こ
と
に
対
す
る 

S
己
弁
護
、
正
当
化
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
逮
捕
の
場
面
の
個
々
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
は
、
こ
の
考
察
か
ら
は
説
明
さ
れ
得
な 

い
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
逮
捕
の
意
味
を
相
变
わ
ら
ず
暖
妹
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

ョ
I
ゼ
フ
.
K
の
向
か
い
に
住
ん
で
い
る「

老 

婆」
(

九)

、
監

視

人

の

言

う

「

保
管
庫」

「

売
上
金」
(

一
ニ)

、
ま
た
、「

毎
日
+
時
間
ョ
し
ゼ
フ
.
K
を
監
視
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
報 

酬
を
も
ら
う」

と
い
う
言
葉
ニ
五)

、
ョ
I
ゼ
フ
• 

K
が
探
し
て
い
る「

身
分
註
明
#」

(

一
三)

、「

胸
の
あ
た
り
が
は
だ
け
た
シ
ャ
ツ 

を
着
て
、
赤
み
が
か
っ
た
と
が
っ
た
あ
ご
ひ
げ
を
指
で
押
し
た
り
ひ
ね
っ
た
り
し
て
い
る
大
男」

(

一
九
、
ニ
0)

、
更
に
、

ラ
ー

ベ
ン
シ 

ユ
夕
イ
ナ
I
、
ク
リ
ッ
ヒ
、
カ
ミ
ナ
^ ̂(

ニ
五)

の
三
人
の
銀
行
員
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ぱ
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ョ
^

—

ゼ 

フ
，
K
が
後
に
な
っ
て
ビ
ユ
ル
ス
ト
ナ
ー
嬉
に
彼
女
の
部
屋
で
逮
试
の
こ
と
を
演
じ
て
見
せ
て
い
る(

ニ
七〜

四
ニ
ー

)

こ
と
は
一
体
何
を
意 

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
ま
柄
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
へ
ネ
ル
の
言
う
、
個
人
全
体
の
投
入
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
に「

画 

有
の
法」

に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ョ
ー
ゼ
フ
.
K
に
と
っ
て
、
ま
た
カ
フ
力
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
を
知 

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

へ
ネ
ル
の
論
考
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「

門
番
物
語」

と

『

審
判』

は
明
ら
か
に
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
。

そ
し
て 

「

門
番
物
語」

は

『

審
判』

の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

逆
に『

審
判』
が

「

門
番
物
語
！
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見

8



做
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う(

6)

。
更
に
こ
の
こ
と
に
お
い
て
、『

審
判』

と
カ
フ
カ
自
身
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
、

つ
ま
り
、

審 

判』

が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
包
み
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
カ
フ
カ
白
身
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
解
説
が
物
語
の
外
の『

審
判』

の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に 

『

審
判』

に
つ
い
て
の
解
説
を
こ
の
小
説
以
外
の
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、

カ
フ
カ 

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
す
べ
て
の
文
#f

で
あ
る
。『

審
判』

は
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、

そ
の
形
式
に
よ
る
な
ら
ば
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
あ 

り
得
な
い
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
そ
の
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
そ
の
後
に
書
か
れ
た
も
の
す
ベ
て
の
中
へ
自
己
を
拡
張
し
て
い
く
よ 

う
な
作
品
で
あ
る
。

「

門
番
物
語」

の
語
り
手
で
あ
る
と
同
時
に
解
説
者
で
あ
る
僧
侶
は
、
こ

の

物

諷

に

つ

い「

す
べ
て
が
真
実
で
あ
る
と
見
做
す
必
要 

は
な
い
。
す
べ
て
は
た
だ
必
然
的
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

フ)

。」
(

ニ
六
四)

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は『

審
判』

に
つ
い 

て
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。「

田
舎
か
ら
来
た
男」

がS
：

の
中
へ
入
る
こ
と
を
せ
ず
、
法
の
門
前
で
徒
ら
に
一
生
を
送
る
こ
と
も 

必
燃
的
で
あ

り

、

£
：

番
が
こ
の
男
に
法
の
中
へ
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
も
必
然
的
で
あ
る
と
同
様
に
、
ョ
ー

ゼ
フ
-
K
が
無
罪
を
主
張 

し
な
が
ら
、
無
舞
を
証
明
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
も
、
そ
し
て
ョ
I
ゼ
フ• 

K
の
罪
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
彼
に
逮
捕
を
告
げ
に
ホ 

る
裁
判
所
の
機
構
も
必
然
的
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
カ
フ
カ
自
身
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
っ
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が『

日
記』

や

『

手
紙』

の
中
で
再
三
書
い 

て
い
る
よ
う
に
、
彼
の「

文
学」

で
あ
る(

S)

。
プ
ロ 
I

ト
に
究
て
た
手
紙
の
中
で
、「

童
日
か
な
い
こ
と
の
不
可
能(

g)」

と
い
う
こ
と
に
つ 

い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「

書
く
こ
と1

が
彼
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
、
社
会5?
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そ
し
て
民
族
的
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
+
九
世
紀
末
の
プ
ラ
ハ
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
中
に
あ
っ 

て
、
カ
フ
カ
は
己
の
存
在
を
保
障
し
て
く
れ
る
も
の
を
ど
こ
に
も
見
い
出
せ
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
日
常
的 

市
民
生
活
自
体
が
お
想
で
あ
り
、
そ
こ
に
居
続
け
る
こ
と
は
狂
気
を
意
味
し
て
い
た
。
カ
フ
カ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「

す
べ
て
が
力
想
だ
。
家
族
、
ぎ
務
所
、
友
人
達
、
街
路
、
す
べ
てJR

想
だ
。
遠
く
に
あ
る
も
の
も
、
近
く
に
あ
る
も
の
も
、
女
も

そ
う
だ
。
最
も
近
い
真
実
は
、
お
ま
え
が
窓
も
ド
ア
も
な
い
独
房
の
壁
に
頭
を
押
し
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ(S)。」

こ
の
よ
う
な
状
態
が
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
法
の
外
に
い
る
こ
と
で
あ
り
、
罪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
状
態
が
そ
の
ま
ま 

ョ
I

ゼ
フ• 

K
に
引
き
継
が
れ
、『
審
判』

の
世
界
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
を
可
能
に 

す
る
よ
う
な
視
占H

カ
フ
カ
自
身
を
語
る
た
め
の
視
点)

は
、
こ
の
よ
う
な
ね
想
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
は
ど
こ
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
出 

楽
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
フ
カ
に
は
、
狂
気
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、「

書
く
こ
と」

に
よ
っ
て
現
実
を
"
世
界
秩
序
を
創 

造
し
、
そ
こ
の
住
人
に
な
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
で
あ
る
カ
フ
カ
自
身
が
作
品
の
外
に
い 

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
形
式
で
書
く
こ
と
が
、
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
必
狀r

た
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
達
成
さ 

れ
る
た
め
に
は
、

一
つ
一
つ
の
言
葉
に
お
い
て
カ
フ
カM

身
が
現
わ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
言
か
れ
た
も
の
全
体
が
カ
フ
カ
自
身
で
な
け 

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は「

書
く
こ
と」

が
何
も
の
に
も
俄
存
し
て
は
な
ら
ず
、

カ
フ
カ
き
身
に
依
存
す
る
こ
と
も
な
く
、「

書 

く
こ
と」

の
完
全
な
自
律
性
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
律
性
に
つ
い
て
カ
フ
カ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い 

る
。「

書
く
こ
と
の
不
思
議
な
、
神
秘
的
な
、
も
し
か
す
る
と
危
険
な
、
あ
る
い
は
救
済
す
る
慰
め
。

つ
ま
り
、

そ
れ
は
殺
人
者
達
の
列

0 —



か
ら
飛
び
出
す
こ
と
、
行
為
と
し
て
の
観
察
だ
。

こ
の
行
為
と
し
て
の
観
察
は
、

よ
り
高
度
の
観
察
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
よ

り

高
度
の
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
よ
り
鋭
い
観
察
で
は
な
い
、
そ
の
観
察
が
よ
り
高
度
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の〈

列〉 

か
ら
よ
り
手
の
届
か
な
い
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
増
々
独
立
し
た
も
の
に
な
り
、
增
々
そ
の
運
動
の
固
有
の
法
則
に
従 

う
よ
う
に
な
り(desto 

m
e
h
r

 eigenen 

G
e
s
e
t
z
e
n

 

der 

w
e
w
e
g
u
n

力folgend
)
、

そ
し
て
增
々
予
、則
の
つ
か
な
い
、
喜
ば
し
い 

も
の
と
な
っ
て
そ
の
道
を
上
昇
し
て
行
く
の
だ
n)

。」

へ
ネ
ル
の
論
者
に
お
け
る「
個
人
全
保
の
投
入」

に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
べ
き「

固
有
の
法」

と
は
、
カ
フ
カ
の
場
合
こ
こ
で
述
べ
ら 

れ
て
い
る「

(

言
く
こ
と
の)

固
有
の
法
則」

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
法
則
の
妥
当
性
は「

そ 

の
普
遍
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
要
求
の
無
制
限
さ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る」

。「

門
番
聯
語」

に
お
け
る「

法」

も
従
っ
て
こ
の
法 

則
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ

ろ

う

。「

田
舍
か
ら
来
た
男」

は

「

法」

を
求
め
て
来
て
い
な
が
ら
そ
の
中
へ
入
れ
な
い
の 

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
男
は
言
く
こ
と
の「

画
有
の
法
則」

に
従
っ
て
言
き
た
い
と
望
み
な
が
ら
、
そ
れ
が
出
来
な
い
で
い
る
カ
フ
カ
^̂
身 

で
あ
り
、
こ
の
男
に
対
し
て
法
の
中
へ
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
門
番
は
、
言
か
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の「

固
有
の
法
則」

に
従
っ
て
な
さ
れ 

て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
か
他
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
カ
フ
カ
自
身
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
門
番
が
こ
の
男
に
門 

の
臆
に
す
わ
る
こ
と
を
許
し
、
将
楽
入
門
を
許
可
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、「#1 
く
こ
と」

に
対
す
る
あ
る
認
識 

を
意
昧
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、

カ
フ
カ
に
よ
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と(「

田
舎
か
ら
来
た
男」

が
の
脇
に
す
わ
っ
て
い
る
こ 

と)

が
、
吹
第
に
書
く
こ
と
の
固
有
の
法
則
に
従
う
よ
う
に
な
る
可
能
性
は
必
ず
し
も
否
定
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ 

れ
はS：

番
の
思
い
違
い
で
あ
り
、
後
で
僧
侶
に
よ
っ
て
否
定
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
は
そ
の
よ
う
な
権
限
は
与
え 

ら
れ
て
い
な
い
。
法
の
中
へ
入
る
か
ど
う
か
は「

田
舍
か
ら
来
た
男

」

自
身
の
問
題
で
あ

り

、

こ
の
男
が
そ
の
中
に
入
る
と
き
に
は
、
こ



のS
：

番
は
消
減
し
て
い
る
。
ま
たS

：

番
が
何
人
も
い
て
、
し
か
も
次
第
に
カ
雖
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
書
く
こ
と
の
自
律
性
の
高
ま
り 

に
応
じ
て
、
言
く
こ
と
の
依
存
性
を
認
識
す
る
力
が
強
ま
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
俄
存
性
に
つ
い
て
の
カ
フ
カ
の
言
葉
を
引
用 

し
よ
う
。

「

隠
險
は
書
く
こ
と
に
お
い
て
'ぽ
く
を
絶
望
さ
せ
る
多
く
の
も
の
の
一
つ
だ
。
暖
炉
に
火
を
入
れ
て
い
る
女
中
、

そ
の
暖
炉
の
近
く 

で
温
ま
っ
て
い
る
猫
、
身
律
を
暖
め
て
い
る
哀
れ
な
老
人
に
さ
え
依
存
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
は
み
な
自
律
し
た
、
固
有
の
法
則 

に
従
っ
た
活
動(eigengesetzliche 

v
e
r
r
i
c
h
t
u
n
g
e
n
)

で
あ
る
。
た
だ
書
く
こ
と
だ
け
が
頼
る
も
の
も
な
く
、
冗
談
で
あ
り
、
絶 

望
な
の
だ(

3)

0」

書
く
こ
と
に
対
す
る
カ
フ
カ
の
絶
望
的
な
認
識
が
、「

田
舎
か
ら
来
た
男」

が
法
の
外
に
い
る
こ
と
、

つ
ま
り「

固
有
の
法
則」

以
外 

の
も
の
に
依
存
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
と
僧
侶
に
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
門
番
の
列(

殺
人
者
達
の
列)

は
、
書
く 

こ
と
の
高
ま
り
に
応
じ
た
認
織
の
側
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
1(
裁
别
所)

で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、
書
か
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
書
か
れ
て
い
る 

こ
と
に
新
す
る
認
識
で
あ
る
。
言
か
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
こ
の
認
識
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
逆
に
言
え
ば
、
言
か
れ
出
す
と
同
時 

に
認
識
が
立
ち
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、「
門
番
物
語」

で
は
先
ず
始
め
に
、「

法
の
前
に
番
が
ム
乂
っ
て
い
る」 

(vor d
e
m

 

G
e
s
e
t
z

 steht ein Turhiiter) 

(

ニ
五
五)

の
で
あ
る
。SZ

番
は
こ
の
物
語
が
書
か
れ
出
す
と
同
時
に
存
在
し
始
め
る
の
で 

あ
る
が
、
彼
は
法
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
の
前
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
の
存
在
を
指
示
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
法 

の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
フ
カ
が
言
く
と
い
う
こ
と
は
、
言
く
こ
と
の「

固
有
の
法
則」

の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
、
と 

い
う
よ
り
む
し
ろ
、

そ
の
法
則
に
対
す
る
カ
フ
カ
の
信
仰
を
物
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
門
番
の
前
に「

法」
(
G
e
s
e
t
z
)

が
位
置
し
、
*



く
こ
と
は
そ
の「

前」
(^^or)

で
な
さ
れ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
宗
教
性
は
こ
の
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「

田
舎
か
ら
楽
た
男」

が
法
の
外
で
で
は
あ
っ
て
も
、
生
き
て
い
る
限
り
、

つ
ま
り
言
き
続
け
て
い
る
限
り
、

こ
の
信
仰
を
持
ち
続
け 

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
門
番
が
門
を
閉
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
僧
侶
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
思
い
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
に

す
る
越
権
行
為
で
あ
り
、
ま
た
門
番
自
身
を
消
し
去
る
こ
と
で
も
あ
る
。S

：

番
の
こ
の
行
動
は
、『

審
判』

に
お
い
て
こ
の
越
権
行
為 

'か
行
な
わ
れ
る
こ
モ
を
予
示
し
て
い
る
。

「

H
舎
か
ら
来
た
男」

が
こ
の
旅
に
傭
え
て
用
意
し
て
き
た
も
の
や
貴
重
な
も
の
で
さ
え
、
門
番
を
買
収
す
る
た
め
に
使
い
果
た
す
と 

い
う
こ
と
は
、
認
識
に
頼
っ
て
言
こ
う
と
す
る
こ
の
男
の
思
い
違
い
で
あ
り
、『

審
判』

に
お
い
て
、

ョ
I
ゼ
フ• 

K
が
裁
判
所
の
こ
と 

で
思
い
違
い
を
し
て
い
る
と
い
う
僧
侶
の
言
葉
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
黯
こ
の
小
鋭
の
第
九I

早
で
は
、
僧
侶(

認
識)

に
頼
っ 

て
対
話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た「

旅」

と
い
う
の
は
明
ら
か
に『

審
判』

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
旅
に 

備
え
て
用
意
し
て
き
た
も
の
や
貴
重
な
も
の
で
さ
え
使
い
果
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
も
の
、
貴
重
な
手
紙
や
作
品 

で
さ
え『

審
判』

の
た
め
に
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
男
が
死
を
前
に
し
て
視
力
も
弱
ま
り
、
背
丈
が
門
番
と
比
べ
て
す
っ
か
り
低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、『

審
判』

を 

書
き
続
け
る
力
が
弱
ま
っ
て
き
，た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
来
の
書
き
方
か
ら
増
々
遠
ざ
か
っ
た
分
だ
け
認
識
が
塘
し
て
き
た 

(

門
番
の
方
が
大
き
く
な
っ
た)

こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は『

審
判』

の
後
半
の
敷
ぎ
で
、
弁
護
士
や
画
家
、
僧
侶
と
い
っ
た
裁
判
所
側 

の
人
物
た
ち
と
の(

書
く
こ
と
に
対
す
る)

認
識
に
つ
い
て
の
対
話
が
增
え
て
き
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。「

門
番
物
語」

の
終
わ
り
の 

方
で
現
わ
れ
る「

輝
き」

(
G
l
a
n
z
)

は
、
直
接
的
に
は
小
説『

審
判』

の
中
で
こ
の
物
語
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
对
す
る
比
喻
で
あ
る

— 13 —



と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
こ
こ
で
は
と
の
男
の
目
が
弱
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
必
悠
的
な
錯
覚
で
あ
る
と
見
做
す
べ
き
で
は
な
い 

だ
ろ
う
か
。
画
家
の1

ア
ィ
ト
レ
リ
が
言
う
と
こ
ろ
の「

見
せ
か
け
の」

(
s
c
h
e
i
n
b
a
r
)
(

一
八
四)

の
無
罪
謎
明
で
あ
る
。

こ
の
物
語
は
力 

フ
力M

身
の
比
險
の
比
除
で
あ
り
、
対
象
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
分
だ
け
書
く
こ
と
の
自
律
性
が
保
た
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
生
じ
て 

い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
も
し
こ
の「

輝
き」

に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
男 

も
門
番
も
消
え
去
り(
小
説『

城』

に
は
そ
の
徴
候
が
認
め
ら
れ
る)

、
カ
フ
カ
の
文
学
は
、「

一
つ
の
新
た
な
秘
教
、
カ
バ
ラ
®)」

へ
と 

変
貌
し
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
、

こ

の「

田
舍
か
ら
来
た
男」

の
た
め
に
だ
け
定
め
ら
れ
て
い
る
と1

言
わ
れ
るE

：

は
、
 

「

書
く
こ
と
の
固
有
の
法
則」
に
対
す
る
カ
フ
カ
個
人
の
信
仰
の
象
徴
で
あ
り
、
作
家
と
語
り
手
と
主
人
公
の
完
全
な
一
致
と
い
う
カ
フ 

力
独
特
の
形
式
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
n)

。

さ
て
、
逮
捕
の
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

小
説『

審
判』

は
、「

誰
か
が
ョ
I

ゼ
フ• 

K
を
中
傷
し
た
に
違
い
な
か 

っ
た
。」

(
J
E
M
A
N
D

 

M
U
S
S
T
E

 Josef K
.

 

verleumdet 

h
a
b
s
,
)

と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
が
、
ョ
f
ゼ
フ• 

K
が
中
傷
さ
れ
た
の 

は『

審
判』

が
書
き
始
め
ら
れ
る
前
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
既
に
ョ
I

、ゼ
フ• 

K
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
何
か
書
か
れ
た
も 

の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
逮
捕
は
、
そ
の
書
か
れ
た
も
の
と
、
今

『

審
判』

に 

お
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
、
つ
ま
り
そ
れ
が
！！日
く
こ
と
の「

固
有
の
法
則」

に
従
っ
て
い
な
い(

罪
が
あ
る) 

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
ョ
I

ゼ
フ

•

 

K (

カ
フ
カ)

は
こ
の
逮
捕
を
絶
対
に
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
法
則
に 

従
っ
て
書
こ
う
と
す
る(

無
罪
を
証
明
し
よ
う
と
す
る)

試
み
以
外
に
自
己
が
存
在
し
得
る
可
能
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
ョ
I
ゼ 

フ
.
K
に
と
っ
て
は
、『

審
判』

の
前
に
*
か
れ
た
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
た
認
識
は「

中
傷」

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。『

審



判』
は
そ
の
*
き
出
し
か
ら
、
へ
ネ
ル
の
言
う
動
機
づ
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
そ
れ
は
、「

彼
に
は
黑
の
許
し
に
射 

す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
が
久
け
て
い
る」

か
ら
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
の「

固
有
の
法
則」

に
対
す
る
信
仰
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ョ 

I

ゼ
フ
.
K
と
カ
フ
カ
と
の
一
致
と
い
う
取
式
を
ど
う
し
て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
動
機
づ
け 

に
よ
っ
て
ョ
I

ゼ
フ

•

 

K (

カ
フ
カ)

の
認
識
が外
界
へ
投
影
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
逮
捕
に
や
っ
て
来
る
役
人
は
ョ
I

ゼ
フ• 

K (

力
フ
カ)

自
身
で
あ
り
、
従
っ
て
最
初
に
ョ
I

ゼ
フ
• 

K
を
中
傷
し
た
の
も
ョ
I

ゼ
フ
• 

K (

カ
フ
カ)

M

身
で
あ
る
。『

審
判』

は
こ 

の
よ
う
な
意
味
で
動
機
づ
け
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
つ
一
つ
の
言
葉
に
お
い
て
カ
フ
カ
自
身
が
現
わ
れ
る
と
い 

う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ョ
I
ゼ
フ
• 

K (

カ
フ
カ)

の
外
見
に
つ
い
て
も
こ
の
形
式
に
よ
れ
ぱ

当
然
動
機
づ
け
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な 

い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
ョ
I
ゼ
フ
.
K
が
銀
行
へ
出
か
け
る(

カ
フ
カ
が
労
働
者
災
害
保
臉
局
へ
出
か
け
る)

際
の
ラ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ 

.̂
、
ク
リ
ッ
ヒ
、
カ
ミ
ナ
I
の
行
動
に
よ
っ
て
插
写
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、「

非
個
性
的
な
貧
血
症
の
若
者
た
ち」

「

ピ
ュ 

ル
ス
ト
ナ
^

~

の
写
真
の
そ
ぱ
の
グ
ル
I
フ」

「

ぎ
こ
ち
な
く
両
手
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
て
い
る
ラ
^
ベ̂
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
^
^

」
(

ニ
五)

「

力 

ミ
ナ
I

の
微
笑
は
故
意
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
そ
も
そ
も
意
図
的
に
微
笑
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
の 

だ」
(

ニ
六)

と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
表
现
さ
れ
て
い
る
。

認
識
す
る
機
構
と
し
て
の
裁
判
所
か
ら
派
遣
さ
れ
る
投
人
は
、
言
く
こ
と
に
对
す
る
す
べ
て
の
認
識
を
分
担
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
程
度 

に
応
じ
て
彼
ら
の
風
貌
や
職
藤
が
異
な
っ
て
い
る
。
最
初
に
逮
捕
に
や
っ
て
来
る
監
視
人
の
表
情
、
意
見
そ
し
て
行
動
は
決
し
て
1
品
な 

印
象
を
与
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
書
く
こ
と
に
対
す
る
必
然
的
な
認
識
を
表
現
し
て
い
る
と
者
え
ら
れ
る
。
書
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
た 

め
に
は
、
先
ず
生
活
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
出
版
の
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「

保
管
庫」

、「

売
上
金」 

と
い
っ
た
言
葉
は
、

そ
の
よ
う
な
ま
柄
の
比
騰
と
し
て
理
醇
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
0)

0
彼
ら
が
ョ
ー
ゼ

フ

• 

K
の
食
事
を
食



ベ
て
い
る
こ
と
は
、
も
し
銀
行
の
職
務
が
書
く
こ
と
の
障
害
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、II

日
く
こ
と
に
よ
う
て
食
べ
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
い
ぅ
ョ
I

ゼ
フ• 

K (

カ
フ
カ)

の
認
識
の
外
界
へ
の
投
影
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
認
識
は
よ
り
次
元
の
高
い
認
識
に
よ
っ
て 

後
で
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
描
写
が
、
こ
の
監
視
人
達
が
裁
判
所
か
ら
派
遣
さ
れ
た
笞
刑
吏
に
よ
っ
て
鞭
打
た
れ
る
場
面
で
あ 

る
。
し
か
も
そ
れ
が
ョ
I
ゼ
フ•

K
に
と
っ
て
は
生
活
の
基
盤
で
あ
る
銀
行
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
暗
示
的
で
あ
る
。
彼
ら
は 

明
ら
か
に
越
権
行
為
を
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
職
務
は
毎
日
+
時
間
ョ
I

ゼ
フ• 

K
を(

彼
が
書
い
て
い
る
こ
と
を)

監
視
す
る

こ

，
と

'で 

あ
る
。
そ
の
時
間
は
、
例
え
ぱ
六
ゆ
間
の
睡
販
と
八
時
間
の
役
所
勤
務
を
除
い
た
残
り
の
+
時
間
で
あ
り
、
ョ
I

ゼ
フ
.
K
が
書
い
て
い 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
が
眠
っ
て
い
る
と
き
と
、
投
所
に
い
て
そ
の
機
構
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
き
に 

は
、「

彼
個
人
は
消
減
し
て
い
る」
の
で
書
く
必
然
性
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「

身
分
註
明
言」

が
意
味
す
る
も
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ョ
I

ゼ
フ
• 

K (

カ
フ
カ)

は
書
か
れ
た
も
の
の
中
以
外
に
は
存
在
し
な
い
は 

ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
日
記
や
手
紙
そ
し
て
作
品
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「

老
婆」

は
こ
の
小
説
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
同
時
に
や
は
り
必
然
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼
女
は
ョ
I

ゼ
フ•

K
の
い
る
場
所
か
ら 

離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
て
こ
ち
ら
を
観
察
し
て
い
る
。
彼
女
は
ョ
I

ゼ
フ

•

 

K (

カ
フ
カ)

の
言
い
て
い
る
と
い
ぅ
意
識
の
投
影
で
あ
る
と
思 

わ
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
書
く
こ
と
は
、「

彼
個
人
全
体
の
投
入」
に
よ
っ
て
、

そ
の「

固
有
の
法
則」

に
従
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い 

が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
間
の
制
約
も
な
く
、
無
意
識
の
ぅ
ち
に
、
流
れ
る
よ
ぅ
に
一
気
に
言
き
、
そ
の
言
か
れ
た
も
の
の
中
に
は
じ
め 

て
自
己
の
存
在
を
見
て
い
る
よ
ぅ
に
言
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
書
い
て
い 

る
と
い
ぅ
意
識
が
生
じ
る
の
は
己
む
を
得
な
い
。
ョ
I
ゼ
フ
•
K
は
彼
に
言
い
て
い
る
と
い
ぅ
意
識
が
生
じ
る
と
同
時
に
、
そ
の
意
織
を 

老
奠
の
姿
に
投
影
し
、
彼
女
を
彼
の
視
界
の
中
へ
引
き
ず
り
込
む(

そ
の
意
識
を
作
品
の
中
に
包
み
込
む)

こ
と
に
よ
っ
て
、『

審
判』

の



形
式
を
保
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
小
説
の
進
行
と
と
も
に
彼
女
の
仲
間
が
次
第
に
増
え
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
こ 

の
こ
と
は
#
！く
こ
と
の
放
棄
に
も
つ
な
が
り
兼
ね
な
い
。
そ
し
て
こ
の
意
識
を
押
さ
え
付
け
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
の「

大
男」

で
あ
る 

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
ョ
I

ゼ
フ
• 

K (

カ
フ
カ)

に
と
っ
て
は
、
意
志
的
で
あ
る
こ
と
は
書
く
こ
と
の
S
律
性
と
完
全
に
矛
盾
す 

る
。
そ
れ
故
彼
は
、
身
体
全
体
の
大
き
さ
を
見
せ
て
し
ま
っ
た「

大
男」

を

「

見
て
は
い
け
な
い」

(

ニ
六)

と
ク
リ
ッ
ヒ(

カ
フ
カ)

，に
向 

か
っ
て
叫
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
カ
フ
カ
は
そ
ろ
そ
ろ
書
く
こ
と
を
止
め
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

/

最
後
に
こ
の
逮
捕
と
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
ー
譲
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
逮
捕
に
関
す
る
ョ
I
ゼ
フ
.
K
と
監
督
官 

と
の
遣
り
取
り
が
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
I
譲
の
部
屋
で
行
な
わ
れ
、
更
に
後
に
な
っ
て
彼
女
の
前
で
ョ
I
ゼ
フ
•
K
が
こ
の
逮
捕
を
演
じ
て
見 

せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
が
こ
の
逮
捕
に
深
く
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
逮
捕
は
彼
女
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
 

し
か
し
彼
女
と
何
ら
か
の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
行
な
わ
れ
、
後
で
そ
の
こ
と
が
彼
女
に一

方
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
も
し
伝
記
的
な
# 

実
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
I

譲
は
明
ら
か
に
フH

リ
ー
ツH 

•
バ
ゥ
アI

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
一
つ
一
つ
検
討 

す
る
余
裕
は
な
い
が
、『

審
判』

の
中
の
ビ
ュ
ル
ス
ト
ナ
I
鎮
に
係
わ
る
要
素
、
例
え
ば
、
写
真
、
白
い
プ
ラ
ゥ
ス
、
帽
子
、

あ
る
い
は 

ョ
I

ゼ
フ
，
K
が
彼
女
を
待
ち
構
え
て
い
て
突
然
襲
い
か
か
る
よ
う
に
挨
接
す
る
様
子
、
颜
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
す
る
キ
ス
な
ど
は
す
べ 

て
、『

フH

リ
I

ツH

へ
の
手
紙』

の
中
で
#
！か
れ
て
い
た
ぎ
柄
で
あ
る(S)。

フH

リ
I

ツH

の
い
な
い
と
こ
ろ
で
、

し
か
も
彼
女
と 

密
接
な
関
係
を
持
っ
て
書
か
れ
た
も
の
、
そ
し
て
更
に
そ
れ
に
つ
い
て
後
に
な
っ
て
彼
女
に
説
明
さ
れ
た
も
の
と
言
え
ば
、
そ
れ
は『

判 

決』

し
か
な
い
。
カ
フ
カ
は
一
九
一
三
年
八
月
十
四
日
の『

日
記』

の
中
で
こ
う
*
い
て
い
る
。



「
、ぽ
く
の
状
況
に
対
し
て『

判
決』

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
横
々
な
結
論
。
、ぽ
く
は
こ
の
物
語
を
間
接
的
に
彼
女(

フH

リ
ー
ッH

)

に

負
っ
て
い
る(

口)

。」

こ
の
年
は
丁
度
カ
フ
カ
の
三
十
歳
の
年
で
あ
り(

誕
生
日
は
一
八
八
三
年
七
月
三
日)

、
ョ
I

ゼ
フ

•

 

K
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
彼
の
三
十 

歲
の
誕
生
日
で
あ
る
。
こ
の
日
記
の
記
述
に
お
い
て『

判
決』

に
対
す
る
認
識
が
な
さ
れ
て
か
ら
約
一
年
後
に
フH

リ
ー
ッH

と
の
婚
約 

が
破
棄
さ
れU

九
一
四
年
七
月
+ 
二
日)

、

そ
の
後
す
ぐ
に『

審
判』

が
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る(2)。

こ
の
間
に
膨
大
な
量
の
フ
ユ
リ 

1
ッH

截
て
の
手
紙
が
書
か
れ
、
そ
の
.内
容
が『

審
判』

を
書
く
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
逮
捕
の
直
接
の
き
っ
か
け
と 

な
っ
た
も
の
は『

判
佚』

が
書
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『

審
判』

は

『

判
決』

と
フH

リ
I

ツH

の
存
在
を
前
提
と
し
て 

書
か
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。『

判
快』

は
、

ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
一
気
に
！！
か
れ
た
も
の
で
あ
り(2̂

)、 

「

ま
る
で
本
物
の
誕
生
の
よ
う
に
脂
や
粘
液
で
蔽
わ
れ
て
、ぼ
く
の
な
か
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
S)」

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
完
全
に
言
く 

こ
と
の「

固
有
の
法
則」

に
従
っ
て
言
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
他
の
も
の(

フH

リ
I

ツH )

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
カ
フ
カ 

は
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
書
き
方
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の
が 

『

審
判』

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

こ
の
小
説
の
存
在
を
保
障
す
る
も
の
は
や
は
り
あ
の
作
家
と
語
り
手
と
主 

人
公
の
一
政
と
い
う
形
式
で
あ
る
。「

門
番
物
語」

に
つ
い
て
僧
侶
が
す
べ
て
は
必
妹

的̂
だ
と
言
う
こ
と
に
対
し
て
、

ョ
I
ゼ
フ
.
に
が 

「

嘯
が
世
界
秩
序
に
さ
れ
る」

(

ニ
六
四)

と
答
え
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
書
く
こ
と
が
そ 

の「

固
有
の
法
則」

に
で
は
な
く
、
形
式
に
位
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『

審
判』

に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
役
人
に
よ
っ
て
ョ
I
ゼ
フ
• 

K
は
処
刑
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
認
識
が
書
く
こ
と
を
、

ョ
I
ゼ
フ

•



K (
カ
フ
カ)

の
存
在(『

審
判』)

を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
浪
式
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
披
が
宪
ぬ
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ 

と
、「

恥
が
彼
を
越
え
て
生
き
延
び
て
い
く
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。」

(es war, als sollte die S
c
h
a
m

 ihn u
b
e
d
e
b
e
n
.)

と
い
う
言 

葉
は
、
言
い
て
い
な
い
カ
フ
カ
が
生
括
し
続
け
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
に
封
す
る
表
現
で
あ
る
。

注

カ
フ
カ
の『

審
判』
か
ら
の
引
用
は
、F

r
a
n
z

 

K
a
f
k
a
:

 

D
e
r

 

prozeB- 

ffirsg. v
o
n

 

M
a
x

 w
r
o
d
.

 

S. 

F
ischer Verlag, 

F
Y
a
n
k
f
u
r
t

 / M
.

1
9
4
6
.

に
よ
り
、
本
文
中
の(

)

内
に
漠
数
字
で
頁
数
を
記
し
た
。
そ
の
他
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
出
典
を
挙
げ
る
。
傍
点
は
筆
者

に
よ
る
。

(

1

)

こ
の
物
語
は
、
短
編
集『

田
舍
医
者』

(Ein 

L
a
n
d
a
r
z
t
)

の
中
に
、「

法
の
前
で」

(
v
o
r

 

d
e
m

 

G
e
s
e
t
z
)

と
い
う
題
で
納
め
ら
れ
て
い
る
。
 

F
Y
a
n
z

 K
a
f
k
a
:

 

w
r
z

ぎlungen. 

H
r
s
g
.

 von. M
a
x

 w
r
o
d
.

 

s. IFischer Verlag, F
V
a
n
k
f
u
r
t

 / M
.
1
9
4
6.

カ
フ
カ
は
一
九 | 

五
年
一 

月
ニ
四
日
の
日
記
の
中
で
、
こ
の
物
語
を「

S
Z

番
物
語」

(die 

T
a
r
h
u
t
e
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)

と
呼
ん
で
い
る
。

(

2

) 

Inê
et>org 

P
l
e
n
e
l
:
D
i
e

 

T
UrliUterlegende 

u
n
d

 

ilire 

w
e
d
e
u
H
n
g

 

fUr 

K
a
f
k
a

の * p
3
z
e
B

 \ 

D
e
u
t
s
c
h
e

 

Vierteljahr

•ののchrift, 

X
X
X
V
I
I
.

 

1
9
s
.

(

3) 

《
》

内
の
題
名
は
筆
者
に
よ
る
。

r4)
I
F
r
a
n
z

 K
a
f
k
a
:

 

HodlzeltwvorCTereltungen a
u
f

 d
e
m

 L
a
n
d
e

 u
n
d

 anciere P
r
o
s
a

 a
u
w

 d
e
m

 NachlaJB. 

H
r
w
g
,

 -von M

シx .Brod. 

s. 

F
ischer 

Verlag, 

F
Y
a
n
k
f
u
r
t

 

/ 

M
.
1953. 

S. 

3

ひ f.

(

5) 

ebd. 

s. 

37.

(

6)

ジ
ャ
ッ
ク

•
デ
リ
ダ『

カ
フ
カ
論「

捷
のS

：

前」

を
め
ぐ
っ
て』

三
浦
信
孝
訳(

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
叢
書
朝
日
出
版
社
一
九
八
六

)

r
7)

s
a

g
t

e

 

d
e
r 

G
e
i
s
thche, 
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,
m
a
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m
u
B
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a
n
e
w

 

fUr 

w
a
n
r

 
halten, 

m
a
n

 

m
u
B

 

e
w n

u
r

 

fUr 

n
o
t
w
e
n
d
i
g

 

h

とten/* 

„Trut>welige 

M
e
i
n
u
n
g
e
n

ゾ sagte 
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„
D
i
e

 

ILOge 

w
i
r
d

 

z
u
r

 

W
e
l
t
o
r
d
n
u
n

的 g
e
m
a
c
h

こ
じ 

F'ranz 

K
a
f
k
a
:

 

D
e
r

 

prozeB- 

s. 
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へ
ネ
ル
は
こ
の「

す
べ
て」

(alles)

をS：

番
が
言
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
と
取
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
も
含
め
て
こ
の
物
語
全
体
と 

解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
で
な
い
と
そ
の
後
の「

世
界
秩
序」
(
w
e
k
o
r
d
n
u
n
g
)

と
い
う
言
葉
と
の
関
連
が
希
薄
に
な
っ
て 

し
ま
う
。

(

8

)

カ
フ
カ
は
フH

リ
I

ツH

の
父
に
宛
て
た
手
紙(

一
九
一
三
年
八
月
二
八
日)

の
中
で
次
の
よ
う
に
*
い
て
い
る
。

「

わ
た
く
し
の
全
存
在
は
文
学
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
向
を
わ
た
く
し
は
三
十
歳
に
な
る
ま
で
厳
密
に
守
っ
て
き
ま
し
た
。
も
し 

わ
た
く
し
が
そ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
わ
た
く
し
は
も
は
や
生
き
て
は
い
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
 

ま
た
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
す
べ
て
は
文
学
の
結
果
な
の
で
す
。」
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r
a
n
z
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a
f
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a
:

 

wriefe a
n
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o
n
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n
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F̂
ischer Verlag, 

Frankfurt / 

M
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(
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日
記』

ニ
九
ニ
ニ
年

一

月
二
七
日

)
ebd. 

S, 
406.

(
S
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P

日
記』

ニ
九
ニ
ー 

年
一
二
月
六
日)

ebd. 

S. 

396.

0)
『

日
記』

ニ
九一

三
年
一
月H

ハ
日)

ebd. 

S. 

398.

S

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
•
バ
イ
ス
ナ
I

『

物
語
作
者
フ
ラ
ン
ツ
•
カ
フ
カ』

粉
川
哲
夫
訳
編(

せ
り
か
*
房
一
九
七
六)

こ
こ
で
語
り
手
と
主
人 

公
の
一
致
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

カ
フ
カ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「

夢
の
よ
う
な
内
面
生 

,

活」

と
だ
け
し
か
言
わ
れ
て
い
な
い
。

(

び)
P

判
決』

が
書
か
れ
る
一
力
月
程
前
の
八
月
中
葉
、
カ
フ
カ
は
観
察』
の
出
版
の
こ
と
で
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
に
悩
ん
で
い
た
。(『

日
記』

1 

九 
一
ニ
年A
月一

一
日)

S

カ
フ
カ
が
プ
ラ
ハ
で
は
じ
め
て
フH

リ
I

ツH

に
会
っ
た
と
き
、
彼
女
は
白
い
プ
ラ
ウ
ス
を
着
て
帽
子
を
被
っ
て
い
た
。
ま
た
カ
フ
カ
は
フ

20 —
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18 1720 19
H

リ
ー
ッH

か
ら
何
枚
か
の
写
真
を
逸
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
よ
く
身
に
つ
け
て
持
ち
歩
い
て
い
た
。

一

九一

ニ
年
の
彼
女
に
淹
て
た
多
く 

の
手
紙
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
キ
ス
と
い
ぅ
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。F

r
a
n
z

 K
a
f
k
a
:

 

wriefe a
n

 

Felice.

F
r
a
n
z

 

K
a
f
k
a
:

 

T
a
g
e

びUcher. 

s. 

226.
ハ
ル
ト

ム

ー

ト
•
ビ
ン
ダ
I
に
よ
る
と
、『

審
判』

が
書
き
始
め
ら
れ
た
の
は
、

一
九
一
四
年
八
月
第
二
週
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。H

a
r
t
m
u
t
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