
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
｢
遊
戯
｣

の
哲
学

1

1
｢
創
造
｣概念

と
の
連
関
に
お
い
て

ー

大

石

昌

史

ニ
ー
チ
ェ
は
､
そ
の
｢
世
界
｣
あ
る
い
は
｢
人
間
｣
に
つ
い
て
の
思
想
の
核
心
的
場
面
に
お
い
て
｢
遊
戯
(
S
p
i
e
こ
｣
を
語
っ

て
い
る
が
､
そ
れ
は
､
論
証
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
､
も
は
や
そ
れ
以
上
｢
概
念
｣
的
に
｢
語
り
得
な
い
も
の
｣
の
｢
イ

㍍…締紅組巨…崇｢摘トS㌍)｣ニ㍑㌶㌍㌶折｣結ぃ……絹針㌍招軒=

さ
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
､
そ
れ
が
重
要
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
｢
も
は
や
語
り
緑
な
い
も
の
｣
の
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
あ
る
い
は
｢
象
徴
｣
と
し
て
の
｢
遊
戯
｣
は
､
｢
概
念
的
思
索
｣

の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
､
三
の
哲
学
的
能
菱
表
明
で
も
あ
る
｡
そ
れ
は
､
す
な
わ
ち
､

存
在
者
の
総
体
と
し
て
の
｢
世
界
｣
や
｢
個
体
｣
と
し
て
の
｢
人
間
｣
は
､
｢
概
念
｣
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
､

ま
た
､
客
観
的
､
普
遍
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
｢
思
索
昌
e
コ
k
e
n
)
｣
が
沈
黙
す
る
と
こ
ろ
に
､
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
に
よ
る
､
あ
る
い

は
､
｢
象
徴
｣
を
通
じ
て
の
｢
詩
作
亭
c
h
t
e
n
)
｣
と
し
て
の
｢
思
索
｣
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
な
の
で
あ
短
そ

し
て
､
こ
の
｢
詩
作
と
し
て
の
思
索
｣
の
単
な
る
傍
観
者
で
は
な
く
､
そ
の
共
演
者
と
し
て
｢
思
索
｣
の
｢
運
動
､
上
演
㌫
p
i
e
こ
｣



に
参
与
す
る
こ
と
を
自
ら
引
き
受
け
る
者
の
み
が
､
ニ
ー
チ
ェ
の
語
る
｢
遊
戯
｣
の
真
相
に
近
づ
き
得
る
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
私
は
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
を
､
真
相
に
通
じ
た
者
(
E
i
コ
g
e
W
e
i
ト
ー
2
)
の
た
め
の
書
物
と
し
て
､
音
楽
の
洗
礼
を
受
け
た
人

人
､
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
共
通
の
ま
れ
な
芸
術
経
験
に
結
ば
れ
た
人
々
の
た
め
の
音
楽
(
M
u
s
i
k
)
と
し
て
､
芸
術
に
お
け
る

血
縁
者
の
識
別
票
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
･
と
認
め
る
｡
｣
(
3
)

し
か
し
､
自
ら
の
｢
思
索
｣
を
｢
音
楽
｣
と
み
な
し
､
概
念
的
論
証
を
無
視
す
る
こ
と
､
そ
し
て
､
そ
れ
を
あ
る
特
定
の
人
々
の
た

め
の
も
の
と
す
る
こ
と
､
こ
の
よ
う
な
｢
倣
慢
さ
(
F
r
e
く
e
-
ヨ
u
こ
｣
は
､
思
想
家
の
と
る
べ
き
能
憂
で
は
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
は
､

ニ
ー
チ
ェ
が
､
自
己
を
｢
思
想
家
｣
と
い
う
よ
り
は
､
む
し
ろ
､
｢
創
造
者
｣
と
い
う
意
味
で
の
｢
芸
術
家
(
詩
人
)
｣
と
し
て
捉

ぇ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
｡
も
し
､
｢
真
理
｣
が
､
予
め
存
在
し
発
見
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
､
未
だ
存
在
せ
ず
､
新
た

に
｢
創
造
(
s
c
h
a
f
f
2
n
)
｣
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
を
対
象
と
す
る
｢
思
索
｣
は
､
対
象
を
自
ら
生
み
出
す
創
造

的
な
｢
詩
作
｣
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
時
､
｢
思
索
｣
が
､
現
実
を
離
れ
た
､
文
字
通
り
の
｢
詩
作
｣
に
な

っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
､
そ
れ
は
､
も
は
や
他
者
が
そ
れ
に
｢
従
っ
て
思
索
す
る
(
n
a
c
h
d
2
コ
k
e
n
)
｣
こ
と
を
可
能
守
り
し
め
る
も
の

で
は
な
い
｡
｢
真
理
｣
の
｢
創
造
｣
と
い
う
状
況
に
お
い
て
､
｢
思
索
｣
は
､
｢
詩
作
｣
と
の
間
を
揺
れ
動
く
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､

も
は
や
従
来
の
｢
概
念
的
思
索
｣
で
は
な
い
か
､
通
常
の
意
味
で
の
｢
芸
術
作
品
｣
と
し
て
の
｢
詩
｣
で
も
な
い
｡
ニ
ー
チ
ェ
の
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
や
『
ツ
ァ
う
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
に
は
､
こ
の
｢
思
索
｣
と
｢
詩
作
｣
の
間
の
揺
れ
動
き
か
反
映
さ
れ
て
い

る
｡
ニ
ー
チ
ェ
は
､
彼
の
｢
思
索
｣
を
｢
音
楽
｣
や
｢
詩
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
思
想
家
の
｢
倣
慢
｣

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
｢
創
造
さ
れ
る
べ
き
も
の
｣
､
｢
(
詩
と
し
て
)
歌
わ
れ
る
べ
き
も
の
｣
と
し
て
の
｢
真
讐
の
呈

示
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
彼
の
｢
詩
作
と
し
て
の
思
索
｣
は
､
｢
創
造
｣
.
の
｢
遊
戯
｣
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

｢
倣
慢
で
は
な
く
､
繰
り
返
し
新
た
に
目
覚
め
る
遊
戯
衝
動
㌫
p
i
e
〓
r
i
e
b
)
か
､
他
の
も
ろ
も
ろ
の
世
界
を
生
み
出
す
の
で

あ
る
｡
｣

(且



〓
二
二

本
論
考
は
､
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
､
｢
概
念
的
思
索
｣

の
限
界
に
位
置
す
る
｢
遊
戯
｣
を
､
｢
創
造
｣
と
相
関
的
に
論
ず
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
｢
思
索
｣
が
｢
詩
作
｣

へ
と
移
行
す
る
境
界
に
存
す
る
｢
遊
戯
｣
と
い
う
｢
イ
メ
ー

ジ
｣
あ
る
い
は
｢
象
徴
｣
は
､
｢
創
造
｣

に
関
す
る
概
念
的
規
定
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
で
初
め
て
十
全
な
解
明
が
可
能
と
な
る
｡
す

な
わ
ち
､
ニ
主
エ
に
お
け
る
｢
遊
戯
｣
の
哲
学
は
､
彼
の
｢
創
造
｣
の
哲
学
(
美
学
)
と
相
補
的
品
係
に
あ
る
の
で
あ
態

一

世
界
の
遊
戯

(
遊
戯
の
形
而
上
学
)

1
･
-
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
遊
戯
(
且

ニ
ー
チ
ェ
は
､
彼
の
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
､
芸
術
現
象
を
司
る
｢
ア
ポ
ロ
ン
｣
と
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ

ス
｣
と
い
う
｢
芸
術
神
｣
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
｡

ア
ポ
ロ
ン
は
､
｢
造
形
芸
術
｣
を
司
り
､
｢
夢
(
T
r
a
u
ヨ
)
｣
と
い
う
生
理
現
象
に
関
係
し
､
｢
美
し
き
仮
象
｣
に
よ
っ
て
悲
惨

な
る
生
を
救
済
す
る
も
の
で
あ
り
､
さ
ら
に
､
そ
れ
は
､
個
々
の
事
物
を
他
の
も
の
か
ら
区
別
す
る

｢
個
別
〔
個
体
〕
化
の
原
理
｣

と
結
び
つ
い
て
い
る
｡

一
方
､
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
､
｢
音
楽
｣
を
司
り
､
｢
陶
酔
(
R
a
u
s
c
b
)
｣
と
い
う
生
理
現
象
に
関
係
し
､
人
間
を
｢
忘
我
｣

の

状
態
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
､
て
ポ
｡
ン
的
な
｢
個
別
化
の
原
理
｣
と
対
立
す
る
原
理
(
い
わ
ば
｢
融
合
の
原
理
｣
)
と
結
び
つ
い

て
い
る
｡

し
か
し
､
彼
に
よ
っ
て
､
極
め
て
独
特
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る

｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
も
し
く
は
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的

な
る
も
の
｣

は
､
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
､
い
わ
ば
｢
苦
痛
｣
に
対
す
る
｢
快
感
｣
を
､
｢
世
界
｣
の
真
相
の
呈
示
に
よ
っ
て
引



き
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
｢
芸
術
の
形
而
上
学
｣

に
お
い
て
､
｢
ア
ポ
ロ
ン
｣
に
対
す
る
相
対
性
を
超
え
て
､
｢
根

源
的
妄
｣
の
分
裂
の
象
徴
､
｢
根
源
的
妄
｣
の
別
賢
一
み
な
し
得
る
も
の
と
な
る
｡
ニ
主
エ
は
､
そ
の
｢
芸
術
の
形
而
上
学
｣

(
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
第
2
4
節
)

に
お
い
て
､
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
｣
な
悲
劇
が
､
現
実
の
｢
生
｣
の

｢
醜
悪
さ
｣
や
｢
不
調
和
｣
を
こ
と
さ
ら
に
表
現
し
て
い
る
の
は
､
そ

も
そ
も
｢
存
在
(
D
a
s
e
i
n
)
｣
や
｢
世
界
｣

は
､
｢
道
徳
的
現
象
｣
と
し
て
で
は
な
く
､
｢
善
悪
の
彼
岸
｣

に
あ
る
と
こ
ろ
の

｢美

的
現
象
〓
訂
t
h
e
t
i
s
c
h
e
s

P
h
賢
○
ヨ
e
コ
)
｣
と
し
て
の
み
､
｢
是
認
さ
れ
て
い
る
｣
(
8
㌢
あ
り
､
｢
美
｣
の
み
な
ら
ず
､
｢
醜
悪

さ
や
不
調
和
も
､
意
志

へ
W
i
〓
e
)
が
､
自
ら
の
快
楽
の
永
遠
の
充
溢
の
中
で
､
自
己
自
身
と
戯
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
､
芸
術
的
遊

戯
言
i
コ
k
旨
s
二
e
r
i
s
c
h
e
s

S
p
i
e
こ
〔
の
産
物
〕
｣
だ
か
ら
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
す
な
わ
ち
､
｢
根
源
的
一
者
へ
d
a
s

U
r
-
E
i
n
e
)

〔
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
〕
｣
と
し
て
の
形
而
上
学
的
｢
意
志
｣
の
⊇
零

術
的
遊
戯
｣

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
現
実
の

｢
世
界
｣

に
お
い
て
､
｢
美
し
き
も
の
｣

の
み
な
ら
ず
､
｢
醜
悪
な
も
の
｣

お
よ
び

｢不

調和なもの｣､すなわち一.切の｢存在｣が､その｢遊戯｣の不可欠な構成要素(いわば｢遊具｣(ヂして･｢是認｣

さ
れ
て
お
り
､
悲
劇
は
､
こ
の
よ
う
な
現
実
の
世
界
の

｢
非
道
徳
性
｣
､
｢
遊
戯
性
｣

を
反
映
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
｡
ま
た
､
悲
劇
に
よ
っ
て
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
｣
な
｢
陶
酔
｣
に
満
た
さ
れ
た
人
間
は
､
｢
美
｣
な
ら
ざ
る
も
の
に
満
ち
た
現

実
の
世
界
を
､
悲
劇
の
中
の
世
界
と
同
様
に
､
い
わ
ば
｢
デ
ィ
オ
ニ
.
エ
ソ
ス
の
遊
戯
｣
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
､
た
と
え
自
己

が
そ
の

｢
遊
具
｣

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
､
｢
永
遠
の
生
｣
と
し
て
の

｢
根
源
的
一
者
〔
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
〕

｣
と
の
結
び
つ
き
を

感
じ
､
自
己
の
現
実
の
｢
生
｣

(
滅
び
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
自
己
の
｢
存
在
｣
)
を
､
そ
し
て
､
現
実
の
｢
世
界
｣
を
｢
肯
定
｣
す

る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
後
に
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
付
さ
れ
た
序
文
『
自
己
批
判
の
試
み
』
の
第
5
節
に
お
い
て
､
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
の
遊
戯
｣

を
｢
芸
術
家
｣

の

｢
創
造
｣
行
為
上
連
関
づ
け
て
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

一
三
三



｢
一
切
の
出
来
事
の
背
後
に
あ
る
芸
術
家
の
意
識
〔
感
覚
〕

(
K
賢
ニ
2
r
･
S
i
n
コ
一
｣
あ
る
い
は
｢
そ
の
潜
在
意
識
〔
潜
在
感

覚〕Tりin-ersi･nn)｣として捉えられる｢非道徳的芸術家-神云nst亨G…)〔ディオニュソス㌔は
､
｢
も
ろ
も
ろ
の
世
界
を
創
造
言
ト
a
=
e
コ
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
充
溢
と
過
剰
の
困
難
か
ら
､
〔
そ
し
て
､
〕
自
己
の
内

で
駆
り
立
て
ら
れ
た
対
立
の
苦
悩
か
ら
､
自
分
自
身
を
解
放
す
る
も
の
｣
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
､
｢
世
界
｣
の
｢
生
成
｣
の
原
警
｢
芸
術
家
｣
を
｢
創
造
｣
へ
と
駆
り
立
て
警
衝
動
｣
と
類
比
的
に
語
る

｢
芸
術
家
-
形
而
上
学
｣

(
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
本
文
の
中
の
｢
芸
術
の
形
而
上
学
｣
に
対
応
す
る
)
に
よ
れ
ば
､
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
｣
と
は
､
｢
創
造
｣
と
｢
破
壊
｣
と
を
｢
戯
れ
｣
る
｢
芸
術
家
-
神
｣
､
す
な
わ
ち
｢
遊
戯
｣
す
る
｢
神
｣
に
他
な
ら
な
い
の

と
こ
ろ
で
､
こ
の
｢
世
界
｣
を
｢
デ
ィ
オ
‥
ユ
ソ
ス
の
遊
戯
｣
と
し
て
捉
え
る
思
想
は
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
第
禦
即
に
お
い
て
､

｢
根
源
的
瑠
の
溢
出
｣
と
し
て
の
｢
凋
体
の
世
界
の
遊
戯
的
な
建
設
と
破
壊
｣
は
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
よ
っ
て
､
｢
世
界
を
形

成
す
る
力
｣
が
､
｢
戯
れ
に
石
を
さ
ま
さ
ま
に
置
き
換
え
た
り
､
砂
山
を
積
み
1
げ
て
は
ま
た
崩
し
て
い
る
子
供
｣
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
､
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
｢
バ
イ
ス
･
パ
イ
ゾ
ー
ン
(
遊
ぶ
子
供
)
｣
の
断
片
に
示
さ
れ
て
い
る

へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
｡
し
か
し
､
ニ
去
エ
の
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
を
主
題

的
に
論
じ
て
い
る
遺
稿
の
叙
述
を
対
象
と
し
て
､
次
に
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
｡

1
.
2

バ
イ
ス
･
パ
イ
ゾ
ー
ン
(
二
-
チ
ェ
の
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
)

ニ
ー
チ
ェ
は
､
六
七
三
年
に
書
か
れ
た
遺
稿
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代
の
哲
学
』
の
中
で
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
､
｢
世
界
｣

を
｢
偉
大
な
宇
宙
児
､
ゼ
ウ
ス
の
遊
戯
｣
､
｢
火
の
自
分
自
身
と
の
遊
戯
｣
､
あ
る
い
は
｢
ア
イ
オ
ー
ン
の
美
し
い
無
垢
な
る
遊
戯
｣



喜

(也

と
し
て
捉
え
た
､
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の

｢
永
遠
に
生
き
る
火
｣
と
｢
バ
イ
ス
･
パ
イ
ゾ
ー
ン
｣

の
断
片
に

中
心
的
に
示
さ
れ
て
い
る
彼
の
思
想
を
､
｢
芸
術
家
｣
や
｢
子
供
｣
の

｢
遊
戯
｣
と
の
類
比
の
も
と
に
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い

る｡

｢
生
成
と
消
滅
､
建
設
と
破
壊
､
そ
れ
ら
を
道
徳
的
な
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
､
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
無
垢
(
U
n
s
c
h
u
l
d
)

の
ま
ま
で
〔
無
邪
気
に
〕
行
年
つ
の
は
､
こ
の
世
界
に
お
い
て
甘
芸
術
家
と
子
供
の
遊
戯
の
み
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
子
供
や
芸

術
家
が
遊
ぶ
よ
う
に
､
永
遠
に
生
き
る
火
吉
s
｡
W
-
g
-
｡
b
｡
｡
d
i
g
e

F
｡
u
｡
こ
が
､
(
撫
垢
の
ま
ま
で
､
遊
び
､
建
設
し
､

破
壊
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
遊
び
を
､
ア
イ
オ
ー
ン

(
匪
○
コ
)
は
､
自
己
自
身
で
遊
ぶ
｡
彼
は
､
水
や
土
に
変
身
し
な
が
ら
､
子

供
の
よ
う
に
､
海
辺
で
砂
山
を
積
み
上
げ
､
積
み
上
げ
る
か
と
思
え
ば
崩
し
て
い
く
｡
時
お
り
､
彼
は
､
こ
の
遊
戯
を
最
初
か
ら

や
り
直
す
こ
と
が
あ
る
｡
満
足
し
た
瞬
間
に
､
欲
求
が
芸
術
家
を
創
造
〔
創
作
〕

に
駆
り
立
て
る
よ
う
に
､
欲
求
が
新
た
に
彼
を
捕

え
る
｡
倣
慢
で
は
な
く
､
繰
り
返
し
新
た
に
目
覚
め
る
遊
戯
衝
動
蒜
p
-
e
〓
r
i
e
b
)
が
､
他
の
も
ろ
も
ろ
の
世
界
を
生
み
出
す

の
で
あ
る
｡
｣

(過

以
上
の
引
用
か
ら
､
そ
れ
が
｢
世
界
｣

の
本
質
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
と
い
う
文
脈
を
離
れ
て
､
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
｢
遊
戯
｣

の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
､
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡

①
遊
戯
は
､
道
徳
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

｢
無
垢
｣
な
る
活
動
で
あ
る
｡

②
遊
戯
に
は
､
｢
創
造
｣
と
同
時
に
｢
破
壊
｣
も
属
し
て
い
る
｡

③
遊
戯
は
､
そ
の
宿
動
自
体
が
目
的
で
あ
る
が
故
に
､
究
極
的
な
終
結
を
む
か
え
る
こ
と
な
く
､
｢
繰
り
返
し
｣
行
な
わ
れ
る
｡

こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
､
以
下
で
少
し
考
え
て
み
た
い
｡

①
遊
戯
が
道
徳
に
左
右
さ
れ
な
い
､
す
な
わ
ち
､
｢
非
道
徳
的
｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
例
え
ば
､
遊
戯
に
お
い
て
は
､
殺
人
を

演
ず
る
〔
遊
ぶ
〕

こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
外
な
る
社
会
規
範
か
ら
の
自
由
が
､
遊
戯
を

一
三
五



〓
二
六

｢
無
垢
｣
な
る
も
の
と
す
る
｡
し
か
し
､
｢
無
垢
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
､
残
忍
さ
､
破
壊
も
許
容
さ
れ
て
い
る
｡

②
｢
創
造
｣
と
同
時
に
｢
破
壊
｣
が
遊
戯
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
｢
非
道
徳
性
｣
と
な
ら
ん
で
､
遊
戯
に
お
い
て
は
､
そ

の
活
動
自
体
に
意
味
が
あ
り
､
活
動
の
結
果
､
創
造
の
産
物
に
は
､
本
質
的
な
意
味
が
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

③
遊
戯
は
､
そ
れ
が
収
赦
す
る
究
極
目
的
を
有
さ
な
い
が
故
に
､
何
度
で
も
｢
繰
り
返
し
｣
行
な
わ
れ
得
る
｡
ま
た
､
そ
れ
は
､
始

ま
り
も
終
わ
り
も
等
価
な
自
己
目
的
的
活
動
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
遊
戯
は
､
完
成
､
す
な
わ
ち
､
究
極
目
的
の
実
現
の
途
上
に
あ

っ
て
､
そ
の
目
的
か
ら
個
々
の
行
為
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡

①
､
②
､
③
に
示
さ
れ
た
､
遊
戯
の
非
道
徳
性
､
遊
戯
に
お
け
る
創
造
の
産
物
の
無
意
味
さ
､
遊
戯
に
は
究
極
目
的
が
欠
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
､
こ
れ
ら
､
い
わ
ば
遊
戯
の
否
定
的
側
面
を
極
限
に
ま
で
押
し
進
め
れ
ば
､
存
在
の
無
意
味
さ
を
説
く
｢
等
し
き
も

の
の
永
遠
回
帰
;
i
e

W
i
e
d
e
r
k
u
コ
f
t

[
W
i
e
d
e
r
k
e
h
r
]
d
e
s

G
-
e
i
c
h
e
コ
)
｣
の
思
想
に
ま
で
達
す
る
｡
し
か
し
､
逆
か
ら

言
え
ば
､
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
が
故
に
､
遊
戯
に
お
い
て
は
､
存
在
が
､
他
の
手
段
と
な
る
こ
と
な
く
､
｢
肯
定
｣
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
(
遊
戯
の
肯
定
的
側
面
)
｡

世
界
論
の
文
脈
に
も
ど
ろ
う
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
､
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
｢
遊
戯
｣

こ
そ
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
捉

ぇ
た
｢
世
界
｣
の
本
質
で
あ
り
､
｢
永
遠
に
生
き
る
火
｣
､
｢
ア
イ
オ
ー
聖
水
遠
〕
｣
は
､
｢
遊
戯
衝
動
｣
に
腎
立
て
ら
れ
な

か
ら
､
｢
変
身
｣
を
繰
り
返
し
､
様
々
な
｢
世
界
｣
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
の

｢
世
界
｣

は
､
別
の

｢
遊
戯
衝
動
｣
が

目
覚
め
る
と
同
時
に
､
新
た
な
創
造
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
｡
こ
の
創
造
と
破
壊
の
､
究
極
目
的
を
も
た
な
い
､
無
意
味
な

繰
り
返
し
が
､
｢
世
界
｣

の
真
相
で
あ
り
､
｢
世
界
｣
と
は
､
恒
常
的
な
唯
一
の
｢
存
在
(
S
e
i
n
)
｣
で
は
な
く
､
絶
え
ず
変
化
し
､

｢
生
成
(
W
e
r
d
e
n
)
｣
し
続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
中
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
解
題
の
第
3
節
に
お
い
て
､
｢
永
遠
回
帰
｣

の思

想
(
先
に
み
た
よ
う
に
､
｢
世
界
｣
を
｢
遊
戯
｣
と
し
て
捉
え
る
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
)

が
､
す
で
に
へ
ラ
ク
レ



イ
ト
ス
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
､
と
述
べ
て
い
る
晦
ニ
ュ
エ
に
と
っ
て
重
要
な
の
ほ
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
､

｢
世
界
の
遊
戯
｣
を
､
あ
る
い
は
｢
永
遠
回
帰
｣
を
説
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
､
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
｢
世
界
｣
を

英
雄
的
に
｢
肯
定
｣
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
単
な
る
｢
自
然
学
者
｣
に
留
ま
ら
な
い
､
い
わ
ば
｢
世
界
肯
定
者
｣
､
す
な
わ

ち
､
｢
世
界
｣
の
真
相
む
｢
人
間
｣
堵
き
方
に
お
い
て
｢
肯
定
｣
.
す
る
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
▲
ス
は
､
子

チ
ェ
に
先
行
す
る
｢
悲
劇
的
哲
学
者
｣
た
り
得
る
｡
そ
し
て
､
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
､
｢
世
界
｣
の
｢
肯
定
｣
を
可
能
な
ら
し
め
る

も
の
､
｢
世
界
｣
と
｢
人
間
｣
と
を
結
ぶ
も
の
は
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
｢
ア
イ
オ
ー
ン
｣
に
つ
い
て
語
っ
た
｢
遊
戯
｣
に
他
な
ら

な
い
.
の
で
あ
る
｡

2

永
遠
回
帰
と
力
へ
の
意
志

本
節
に
お
い
て
は
､
ニ
ー
チ
エ
の
｢
永
遠
回
帰
｣
と
｢
カ
ヘ
の
意
志
｣
に
関
す
る
思
想
を
､
一
八
八
十
年
代
の
遺
稿
を
中
心
に
し

て
ま
と
め
､
彼
に
お
け
る
｢
人
間
｣
と
｢
世
界
｣
と
の
連
関
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

2
･
1

永
遠
回
帰

a

等
し
き
も
の
の
永
遠
回
帰

｢
世
界
の
遊
戯
｣
に
お
け
る
存
在
の
｢
無
意
味
さ
(
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
)
｣
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
が
｢
等
し
き
も
の
の
永
遠
回
帰
｣

で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
は
､
｢
永
遠
回
帰
｣
は
､
｢
世
界
の
遊
戯
｣
の
､
い
わ
ば
｢
陰
画
(
ネ
ガ
)
｣
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
｡
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
､
｢
最
高
の
諸
価
値
が
無
価
値
に
な
り
｣
､
生
に
対
す
る
｢
目
標
(
N
i
e
こ
｣
が
､
そ
し
て
､
｢
『
何

一
三
七



〓
二
八

(姐

ゆ
え
か
盲
a
r
u
ヨ
)
』
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
｣
が
欠
如
し
て
い
る
状
況
が
､
｢
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
妄
i
h
i
〓
s
ヨ
u
S
)
｣
で
あ
り
､

そ
し
て
､
そ
の
｢
極
限
的
形
式
｣
こ
そ
､
｢
無
芸
i
c
ト
ー
s
)
｣
す
な
わ
ち
｢
無
意
味
な
も
の
;
a
s

S
i
n
n
-
O
S
e
〓
が
､
変
わ
る

こ
と
な
く
､
｢
永
遠
｣
に
｢
回
帰
｣
す
る
こ
と
(
｢
等
し
き
も
の
の
永
遠
回
帰
｣
)
な
の
で
あ
短

し
か
し
､
｢
等
し
き
も
の
｣
が
｢
永
遠
｣
に
｢
回
避
す
る
｢
世
界
｣
､
そ
れ
を
単
に
宇
宙
論
的
思
想
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
､

古
代
の
哲
学
に
み
ら
れ
る
思
想
の
一
変
種
に
す
ぎ
な
い
｡
確
か
に
そ
れ
は
､
キ
リ
ス
ト
教
的
な
､
神
の
世
界
創
造
か
ら
終
末
に
至
る

直
線
的
な
時
間
解
釈
と
は
異
な
る
円
環
的
な
時
間
解
釈
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
自
体
､
思
想
的
な
新
し
さ
を
も
っ
て
い
る
と
は
亭
え
な

い
｡
と
こ
ろ
で
､
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
英
雄
視
さ
れ
た
の
は
､
単
に
｢
生
成
｣
の
説
教
者
と
し
て
で
は
な
く
､

生
成
す
る
世
界
の
｢
肯
定
者
｣
と
し
て
で
あ
っ
た
｡
そ
の
思
想
が
思
想
家
の
生
き
方
と
重
な
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
､
宇
宙
論
が
倫
理

学
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
お
い
て
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
､
ニ
ー
チ
ェ
の
先
達
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
ニ
ー
チ
ェ
自

身
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
説
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
｢
永
遠
回
帰
｣
の
思
想
は
､
そ
の
倫
理
的
､
実
存
論
的
側
面

こ
そ
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

『
悦
ば
し
き
知
識
』
の
中
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
三
四
一
番
に
よ
れ
ば
､
｢
等
し
き
も
の
｣
が
｢
永
遠
｣
に
｢
回
帰
｣
す
る
時
､
人
間

は
､
一
つ
の
行
為
に
対
し
て
､
そ
れ
を
無
限
に
繰
り
返
す
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
何
を
す
る
に
も
､
『
君
は
こ
れ
を
も
う
一
度
､
い
や
さ
ら
に
無
限
回
も
欲
す
る
か
』
と
い
う
問
い
が
､
最
大
の
重
し
と
な
っ
て
､

君
の
行
為
の
上
に
の
し
か
か
る
で
あ
ろ
う
｡
｣

(毯

た
と
え
現
実
の
生
が
｢
苦
痛
｣
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
を
否
定
し
､
｢
彼
岸
的
｣
な
｢
救
済
｣
を
求
め
る
こ
と

が
不
可
能
な
状
況
､
全
く
同
一
の
生
が
､
再
び
､
そ
し
て
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
､
｢
快
楽
｣
の
み
な
ら
ず
｢
苦

痛
｣
も
､
｢
偉
大
な
も
の
｣
と
な
ら
ん
で
｢
卑
小
な
も
の
｣
も
､
と
も
に
｢
肯
定
｣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
も
し
そ

れ
が
で
き
な
け
れ
ば
､
人
間
は
､
出
口
の
な
い
無
限
の
循
環
の
中
で
､
永
遠
に
苦
し
み
､
悩
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
､



同
一
の
生
が
｢
永
遠
に
回
帰
｣

す
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
と
､
何
ら
｢
向
上
｣
を
め
ざ
す
こ

と
な
く
自
堕
落
に
生
き
る
者
も
現
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
､
悩
み
続
け
る
者
も
堕
落
す
る
者
も
､
と
も
に
｢
永
遠
回
帰
｣
の
思
想

に
｢
押
し
っ
ぶ
さ
(
N
｡
r
∋
a
-
m
｡
｡
)
｣
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
｢
肯
定
｣
(
鞍
べ
く
､
現
在
あ
る
自
分
を
｢
変
貌
〔
変
色

さ
せ
る
(
く
e
r
W
a
n
d
e
-
コ
こ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｢
卑
小
な
｣
人
間
な
の
で
あ
る
｡

b

運
命
愛

で
は
､
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
､
人
間
の
｢
偉
大
さ
｣
と
は
何
で
あ
る
の
か
｡

｢
人
間
に
お
け
る
偉
大
さ
を
表
わ
す
私
の
定
式
は
､
運
命
愛
;
ヨ
O
r

f
a
t
こ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
何
事
も
現
に
そ
れ
が
あ

る
の
と
は
別
な
ふ
う
で
あ
っ
て
は
し
い
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
､
未
来
に
対
し
て
も
､
過
去
に
対
し
て
も
､
永
遠
に
わ

た
っ
て
､
け
っ
し
て
､
そ
う
思
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
必
然
的
な
も
の
;
a
s

N
O
-
w
2
n
d
i
g
e
.
)
を
､
単
に
耐
え
忍
ぶ
だ
け
で

は
な
く
､
ま
し
て
､
そ
れ
を
隠
し
た
り
せ
ず
､
…
…
そ
れ
を
愛
す
る
=
1
2
b
2
コ
)
こ
と
で
あ
る
｡
｣

(亀

｢
永
遠
回
帰
｣
の
思
想
は
､
以
上
の
よ
う
な
｢
運
命
愛
｣
の
思
想
と
相
関
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
､
そ
の
実
存
論

的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
｡
人
間
の
一
切
の
行
為
が
､
既
に
｢
過
去
｣
に
お
い
て
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
､
ま
た
､
｢
未
来
｣

に
お
い
て
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
､
今
こ
こ
で
行
わ
れ
る
一
切
の
も
の
を
｢
愛
｣
し
､
｢
肯
定
｣
し
て

生
き
る
こ
と
し
か
自
己
を
｢
救
済
｣
す
る
術
は
な
い
｡
も
は
や
､
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
理
想
的
世
界
､
｢
背
後
世
界
盲
i
n
t
e
r
.

､､1.′

w
e
l
t
こ
(
絆

夢
想
し
､
そ
こ
に
逃
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
こ
の
｢
世
界
｣
が
､
い
か
に
｢
醜
悪
｣
で
あ
り
､
｢
苦
悩
｣
に

満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
別
の
｢
世
界
｣
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
人
間
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
｢
救
済
｣
の

道
は
､
こ
の
｢
世
界
｣
を
あ
る
が
ま
ま
に
､
｢
卑
小
な
も
の
｣
も
｢
醜
悪
な
も
の
｣
も
､
と
も
に
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
｢
運

命
愛
｣
な
の
で
あ
る
｡

〓
二
九



2
･
2

力
へ
の
意
志

a
美
的
肯
定

と
｡
ろ
で
､
ニ
去
エ
に
よ
れ
ば
､
｢
必
然
的
な
弘
の
｣
を
｢
愛
｣
し
､
｢
醜
悪
な
も
の
｣
､
｢
卑
小
な
む
の
｣
を
｢
肯
定
｣
す

る
こ
と
は
､
そ
れ
ら
を
｢
美
｣
化
す
る
こ
と
で
あ
･
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
対
象
を
｢
美
｣
と
し
て

｢
肯
定
｣
す
る
｢

美
的
肯
定

(
訝
t
h
e
t
i
s
c
訂
s

J
a
)
｣
に
は
､
｢
力
宗
r
a
f
t
-
M
a
c
h
こ
｣

の
充
実
を
必
要
と
す
る
｡

｢
『
美
し
い
(
s
c
b
賢
〉

』
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
る
か
否
か
､
あ
る
い
は
､
ど
こ
で
下
さ
れ
る
か
ば
､
力

(
K
r
a
f
こ
(
個
々

の
人
間
の
､
あ
る
い
は
氏
族
の
力
)
の
問
題
で
あ
る
｡
充
実
の
感
情
､
せ
き
止
め
ら
れ
た
力
の
感
情
…
…

-

力
の
感
情
(
M
a
c
h
T

g
e
f
缶
h
〓
が
､
力
無
き
者
の
本
能
で
あ
れ
ば
､
嫌
悪
す
べ
き
も
の
､
『
醜
悪
な
〓
㌫
巴
i
c
h
)
』
も
の
と
し
て
し
か
評
価
し

得
な
い
事
物
や
状
態
に
関
し
て
す
ら
､
『
美
し
い
』
と
い
う
判
断
を
発
す
る
の
で
あ
る
｡
･
‥
…
(
『
そ
れ
は
美
し
い
(
D
a
s

i
s
t

S
C
h
賢
)
』
と
い
う
の
は
､
一
つ
の
肯
定
;
i
n
e

B
e
j
a
h
u
n
g
)
で
あ
る
｡
)
｣

｢
力
｣

の
充
実
に
よ
っ
て
､
対
象
の
｢
評
価
｣
が
変
わ
る
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
の
背
後
に
は
､
彼
独
特
の

｢
力
へ
の
意
志
｣

の

思
想
が
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
対
象
を
｢
評
価
二
∽
C
h
粧
t
z
e
n
)
｣
し
､
｢
解
釈
二
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
e
n
〓

す
る
働
き
は
､
｢
力

へ
の
意
志
(
W
i
〓
e

N
u
r

M
a
c
h
こ
｣
に
帰
せ
ら
れ
る
｡

｢
力
へ
の
意
志
は
解
釈
す
る
｡
｣

(設

｢
価
値
評
価
(
W
e
r
t
s
c
h
ご
z
e
n
)
自
体
が
､
こ
の
力
へ
の
意
志
に
す
ぎ
な
い
｡
｣

そ
れ
故
､
す
べ
て
の
対
象
を
｢
美
｣
化
し
､
そ
れ
ら
と
と
も
に
｢
永
遠
｣

に

｢
回
帰
｣
す
る
こ
と
を
｢
肯
定
｣
す
る
｢
運
命
愛
｣
を
､

自
ら
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
､
｢
力
へ
の
意
志
｣

の
充
実
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
｡



b

力
へ
の
意
志

対
象
の

｢
解
釈
｣
､
｢
評
価
｣
が
｢
力
へ
の
意
志
｣
の
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
時
､
｢
世
界
｣
は
､
い
わ
ば
｢
力
の
場
｣
と
な

る｡

｢
す
べ
て
の
力
の
中
心
宗
r
a
f
t
N
e
n
t
r
u
ヨ
)
は
､
残
り
の
全
体
に
対
し
て
､
自
己
の
遠
近
法
(
P
e
r
s
p
e
k
t
i
<
e
)
を
持
っ
て
い

る
｡
す
な
わ
ち
､
自
己
の
全
く
特
定
の
評
価
毒
e
r
t
u
コ
g
)
､
自
己
の
作
用
の
仕
方
;
k
t
i
O
コ
S
･
A
r
こ
､
自
己
の
抵
抗
の
仕

方
(
W
i
d
e
r
s
t
a
コ
d
s
｡
A
r
t
)
を
持
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
『
仮
象
の
世
界
(
s
c
h
e
i
n
b
a
r
e

W
e
〓
)
』
は
､
一
つ
の
中
心
か

ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
､
世
界
に
対
す
る
あ
る
特
殊
な
作
用
の
仕
方
に
還
元
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
れ
よ
り
他
の
種
類
の
作
用
は
､
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
『
世
界
』
と
は
､
こ
れ
ら
の
作
用
の

全
体
的
運
動
〔
全
体
的
遊
戯
〕
(
G
e
s
a
ヨ
t
S
p
i
e
こ

に
代
わ
る
言
葉
に
す
ぎ
な
い
｡
実
在
性
(
R
e
a
〓
t
㍍
こ
と
は
､
精
確
に

は
､
各
々
､
個
々
の
も
の
か
､
全
体
に
対
し
て
な
す
､
こ
の
特
殊
な
作
用
;
k
t
i
O
n
･
)
お
よ
び
反
作
用
完
e
a
k
t
i
O
n
)
の
内

に
存
す
る
｡

こ
こ
で
は
､
仮
象
に
つ
い
て
語
る
権
利
は
｣

も
は
や
少
し
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
｣

｢
世
界
｣
が
､
｢
作
用
｣
と
｢
反
作
用
｣
を
本
質
と
す
る
｢
力
｣
の
｢
全
体
的
運
動
〔
遊
戯
〕
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
､
そ

れ
に
つ
い
て
｢
仮
象
｣
云
々
と
語
る
こ
と
は
､
意
味
の
無
い
こ
と
で
あ
る
｡
す
べ
て
が
､
｢
力
｣
と
し
て
｢
実
在
｣
し
て
い
る
｡
す

な
わ
ち
､
｢
仮
象
の
世
界
｣
こ
そ
｢
実
在
｣
な
の
で
あ
る
｡
増
大
す
る
｢
力
｣
は
､
よ
り
多
く
｢
作
用
｣
を
及
ぼ
し
､
減
少
す
る

｢
力
｣
は
､
よ
り
多
く
｢
作
用
｣
を
受
け
る
｡
こ
の
よ
う
な
｢
力
｣
の
増
大
と
減
少
､
あ
る
い
は
､
｢
力
｣
と
｢
力
｣
の
相
互
｢
作

用
｣
に
よ
っ
て
､
｢
世
界
｣
は
｢
運
動
〔
遊
戯
〕

㌃
p
i
e
-
e
コ
)
｣
､
｢
生
成
言
e
r
d
2
n
)
｣
し
続
け
る
｡
そ
し
て
､
｢
人
間
｣
は
､

｢
力
の
中
心
｣
と
し
て
､
一
切
の
も
の
を
｢
価
値
｣
づ
け
､
利
用
し
､
｢
支
配
｣
′
げ
よ
う
と
す
る
｡
こ
れ
が
､
｢
力
へ
の
意
志
｣
に

一
四
一



よ
る
｢
遠
近
法
的
｣
な
｢
世
界
｣
認
識
(
｢
遠
近
法
主
義
完
e
r
s
p
e
k
t
i
く
i
s
ヨ
u
S
こ
)
で
あ
る
｡

｢
こ
の
世
界
は
､
力
へ
の
意
志
で
あ
る
-
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
払
な
い
｡
し
か
も
ま
た
､
君
た
ち
自
身
が
､
こ
の
力

へ
の
意
志
で
あ
り
-
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
｡
｣

(温

｢
世
界
｣
は
､
｢
創
造
｣
と
｢
破
壊
｣
を
繰
り
返
す
｢
力
へ
の
意
志
｣
で
あ
り
､
｢
人
間
｣
も
ま
た
､
自
ら
の
｢
遠
近
法
｣
に
よ
っ

て
､
｢
仮
象
の
世
界
｣
の
｢
創
造
｣
と
｢
破
壊
｣
を
繰
り
返
す
｢
力
へ
の
意
志
｣
な
の
で
あ
る
｡

2
･
3

人
間
と
世
界
の
闇
の
根
源
的
矛
盾

し
か
し
､
以
上
の
よ
う
な
｢
力
へ
の
意
志
｣
の
完
論
は
､
あ
ま
り
に
単
純
化
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡
む
し
ろ
､
｢
人
間
｣

と
｢
世
界
〔
多
様
な
る
｢
仮
象
の
世
界
｣
の
総
体
と
し
て
の
｢
世
界
｣
〕
｣
と
は
矛
盾
し
続
け
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
故
ニ
ー
チ
ェ
は
､

｢
永
遠
に
回
帰
す
る
世
界
〔
そ
の
時
､
そ
の
時
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る
､
す
な
わ
ち
､
時
間
的
､
可
変
的
な
｢
仮
象
の
世
界
｣
を
包

越
し
た
､
い
わ
ば
｢
永
遠
な
る
世
界
｣
〕
｣
の
｢
肯
定
｣
を
｢
運
命
愛
｣
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
こ
で
､

ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
｢
力
へ
の
意
志
｣
と
｢
永
遠
回
帰
｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
力
へ
の
意
志
｣
が
､
常
に
増
大
を
､
｢
人
間
｣
的
窒
息
味
に
お
い
て
は
､
｢
世
界
｣
の
新
た
な
｢
解
釈
｣
と
し
て
の
｢
自
己
超

へ艶

克
(
S
2
-
b
s
-
彗
2
r
W
i
コ
d
u
n
g
〓
あ
る
い
は
｢
向
上
(
E
r
b
詳
u
n
g
こ
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
､
す
な
わ
ち
､
不
断
の
｢
世
界
創

造
｣
を
本
質
と
す
る
の
に
対
し
て
､
｢
等
し
き
も
の
の
永
遠
回
帰
｣
は
､
｢
人
間
｣
の
不
断
の
｢
世
界
創
造
｣
､
｢
自
己
超
克
｣
を

｢
無
意
味
｣
な
も
の
た
ら
し
め
る
｡
何
故
な
ら
､
｢
永
遠
に
回
帰
す
る
世
界
｣
に
お
い
て
は
､
い
か
な
る
行
為
も
固
有
の
｢
意
味
｣

を
持
た
ず
､
硬
く
｢
無
価
値
｣
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
｡
の
よ
う
に
､
｢
力
へ
の
意
志
｣
と
.
｢
永
遠
回
帰
｣
と
の
間
に
は

矛
盾
が
存
す
る
｡
し
か
し
､
こ
の
矛
盾
は
､
｢
人
間
〔
世
界
内
存
在
〕
｣
と
｢
世
界
｣
と
の
間
の
根
源
的
矛
盾
を
反
映
し
た
も
の
で



ぁ
り
､
ニ
ー
チ
ェ
の
思
惟
の
不
完
全
さ
で
は
な
く
､
誠
実
さ
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
｡
｢
運
命
愛
｣
の
思
想
は
､
男
へ
の
意
志
｣

と
し
て
の
｢
人
間
｣
と
｢
永
遠
に
回
帰
す
る
世
界
｣
と
の
間
の
超
え
難
い
断
絶
を
､
い
わ
ば
捨
身
の
覚
悟
で
架
橋
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
｡
そ
の
｢
運
命
愛
｣
は
､
｢
回
帰
す
る
世
界
｣
を
甘
受
す
る
､
受
動
的
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
､
能
動
的
に
､
そ
れ

に
参
与
す
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
り
､
そ
の
背
後
に
は
､
｢
力
｣
の
充
実
､
｢
力
へ
の
意
志
｣
の
働
き
を
要
す
る
｡
し
か
し
､
男

へ
の
意
志
｣
に
よ
っ
て
は
｢
回
帰
す
る
世
界
〔
永
遠
な
る
世
界
〕
｣
を
頑
す
る
｡
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
､
有
限
竺
力
｣
は
､

無
限
な
時
間
の
中
で
､
｢
等
し
き
｣
ま
ま
に
｢
回
帰
｣
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
､
｢
永
遠
回
帰
｣
は
､
｢
力
へ
の
意
志
｣

と
し
て
不
断
の
｢
世
界
創
造
｣
を
遂
げ
な
が
ら
も
､
没
落
し
､
そ
し
て
再
び
｢
回
帰
｣
し
て
釆
ざ
る
を
得
な
い
｢
人
間
｣
存
在
の
惑

劇
性
｣
を
示
し
て
い
る
｡
そ
の
｢
悲
劇
性
｣
の
｢
超
克
｣
の
た
め
に
は
､
｢
永
遠
回
帰
｣
を
｢
運
命
愛
｣
に
よ
っ
て
｢
肯
定
｣
す
る

こ
と
､
｢
人
間
｣
の
究
極
的
な
｢
自
己
超
克
｣
を
要
す
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
次
節
に
お
い
て
は
､
｢
価
値
｣
の
｢
地
平
｣
を
開
く
こ
と
と
し
て
の
｢
世
界
創
造
｣
と
｢
永
遠
回
帰
｣
の
｢
肯
定
｣
と

の
関
係
を
､
｢
人
間
｣
が
｢
自
己
超
克
｣
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て
の
｢
超
人
(
彗
e
r
ヨ
e
n
S
C
h
)
｣
と
の
連
関
に
お
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
う
｡

3

創
造
と
超
克

本
節
に
お
い
て
は
､
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
を
対
象
に
､
ニ
ー
チ
ェ
の
｢
遊
戯
(
S
p
i
e
こ
｣
な
ら
び
に
｢
創

造
㌫
c
h
a
f
訂
n
)
｣
に
つ
い
て
総
括
的
考
察
を
試
み
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
｢
〔
『
悲

一
四
三
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劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
た
〕

『
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
;
i
O
n
y
S
i
s
c
ト
)
』
と
い
う
私
の
概
念
蒜
e
g
r
i
ニ
)
が
､
こ
こ

で
〔
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
〕
最
高
の
行
為
;
≡
s
t
e
→
a
こ
と
な
っ
た
｣
と
述
べ
て
い
態
こ
の
｢
概
念
｣
が

｢
行
為
｣
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
;
a
s

D
i
O
n
y
S
i
s
c
h
e
)
｣
と
い
う
思
想
が
､
｢
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
｣
と
い
う
典
型
的
人
物
に
結
実
し
た
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
に

対
す
る
『
自
己
批
判
の
試
み
』

(
第
3
節
)
に
お
い
て
､
｢
歌
う
べ
き
㌃
i
n
g
e
コ
S
O
〓
e
n
)
｣
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
､
こ
の
｢
デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
に
つ
い
て
の
思
想
が
､
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
は
､
｢
詩
｣
と
し
て
｢
嘩
｣
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
こ
の
｢
歌
｣
は
､
｢
〔
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
讃
え
る
〕
デ
ィ
テ
エ
ラ
ン
ボ
ス
｣
に
他
な
ら
な
い
｡

3
･
-

創造

a

三
態
の
変
化

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
教
説
の
冒
頭
に
あ
る
｢
精
神
の
三
態
の
変
化
;
r
e
i く

e
r
w
a
n
d
】
u
n
g
e
n

d
e
s

G
e
i
s
t
e
s
)
｣
は
､

｢
人
間
｣
が
､
い
か
に
し
て
｢
創
造
者
｣
と
な
る
か
を
述
べ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
､
こ
の
｢
精
神
の
三
態
｣
は
､
｢
賂
舵
宗
a
ヨ
e
こ
｣
､

｢
獅
子
(
｢
富
e
)
｣
､
｢
子
供
(
K
i
n
d
こ
と
い
う
｢
比
喩
｣
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
｡
以
下
に
､
ニ
ー
チ
ェ
の
見
解
を
ま
と
め

て
み
よ
う
｡

｢
精
神
｣
は
､
旧
来
の
｢
価
値
｣
を
無
批
判
的
に
｢
肯
定
｣
し
､
一
切
の
重
荷
を
自
.
ら
に
荷
な
う
｢
賂
乾
｣
､
す
な
わ
ち
､
｢
汝
な
す

べ
し
;
u

s
O
〓
s
こ
｣
と
い
う
義
務
の
命
令
に
服
し
て
い
る
状
態
か
ら
､
そ
れ
ら
一
切
の
｢
価
値
｣
に
対
し
て
｢
聖
な
る
否

(
e
i
n

heニges

N
e
i
コ
こ
を
発
し
､
｢
新
し
い
創
造
の
た
め
に
､
自
由
完
r
e
･
i
h
e
i
こ
を
自
ら
生
み
出
す
｣
と
こ
ろ
の
｢
獅

子
｣
､
す
な
わ
ち
､
｢
我
欲
す
〓
c
h

w
i
〓
)
｣
と
語
る
状
態
へ
と
変
ず
る
｡
し
か
し
､
こ
の
｢
獅
子
｣
に
は
､
ま
だ
､
新
し
い



諸
｢
価
値
｣
を
｢
創
造
｣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ
故
､
｢
獅
子
｣
ほ
､
さ
ら
に
｢
子
供
｣

へ
と
変
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
子
供
は
､
無
垢
言
n
s
c
u
-
d
)
で
あ
り
､
忘
却
(
く
e
r
g
e
s
s
e
n
､
)
で
あ
り
､
新
し
い
開
始
妄
e
u
b
e
g
i
n
n
e
n
)
､
遊
戯

(
S
p
i
2
こ
､
自
ら
回
転
す
る
車
輪
J
u
s

s
I
c
ト
r
O
=
e
コ
d
2
S

R
a
d
)
､
最
初
の
運
動
;
r
Ⅷ
1
2
B
2
W
e
g
u
n
g
)
､
聖
な

る
然
り
と
い
う
発
語
;
i
n

h
e
i
〓
g
e
s

J
a
･
S
a
g
e
n
)
で
あ
る
｡

そ
う
だ
､
私
の
兄
弟
た
ち
よ
､
創
造
の
遊
戯
蒜
p
i
e
】

d
e
s

S
c
h
a
f
f
e
コ
S
)
の
た
め
に
は
､
聖
な
る
然
り
と
い
う
発
語
が

必
要
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
時
､
精
神
は
､
自
ら
の
意
志
を
意
欲
し
､
世
界
を
失
っ
た
者
;
e
r

W
e
〓
<
e
ュ
O
r
e
n
e
)
は
､
自
ら

の
世
界
を
獲
得
す
る
｡
｣

上
の
引
用
文
の
中
に
は
､
極
め
て
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
ま
ず
第
一
に
､
｢
創
造
｣
が
一
つ
の
｢
肯
定
｣
､
｢
然
り
と
い

う
発
語
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
｡
し
か
し
､
そ
の
｢
肯
定
｣
と
し
て
の
｢
創
造
｣
は
､
同
時
に
､
｢
忘
却
｣
で
あ
り
､
｢
新
し
い
開

始
｣
､
｢
最
初
の
運
動
｣
な
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
創
造
｣
に
お
い
て
｢
肯
定
｣
さ
れ
る
も
の
は
､
｢
賂
乾
｣
の
荷
な
っ
て

い
た
旧
来
の
｢
価
値
｣
で
は
な
い
｡
何
故
な
ら
､
そ
れ
は
､
既
に
｢
獅
子
｣
に
よ
っ
て
｢
否
定
｣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
｡
そ

れ
な
ら
ば
､
何
が
｢
肯
定
｣
さ
れ
る
の
か
｡
そ
こ
で
､
引
用
文
の
後
半
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢
精
神
は
､
自
ら
の
意

志
を
意
欲
し
､
世
界
を
失
っ
た
者
は
､
自
ら
の
世
界
を
獲
得
す
る
｣
と
い
う
こ
と
は
､
｢
賂
詑
｣
が
意
欲
し
て
い
た
も
の
は
､
自
己

固
有
の
｢
意
志
｣
で
は
な
く
､
ま
た
､
｢
賂
乾
｣
の
有
し
て
い
た
｢
世
界
｣
は
､
自
己
の
｢
世
界
｣
で
は
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
｡
自
己
の
も
の
で
は
な
い
｢
意
志
｣
に
動
か
さ
れ
､
自
己
の
も
の
で
は
な
い
｢
世
界
｣
に
生
き
て
き
た
｢
鼻
先
｣

は
､
｢
自
ら
の
意
志
｣
､
｢
自
ら
の
世
界
｣
を
獲
得
す
る
た
め
に
､
｢
獅
子
｣

へ
と
変
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
､
｢
獅

子
｣
の
｢
否
定
｣
に
よ
っ
て
､
｢
世
界
｣
ほ
､
再
び
､
｢
無
垢
｣
な
状
態
､
白
紙
の
状
態
と
な
り
､
そ
こ
に
､
｢
子
供
｣
ほ
､
新
た

な
諸
｢
価
値
｣
を
､
｢
自
ら
の
意
志
｣
に
基
づ
い
て
付
与
し
､
そ
の
新
た
な
｢
世
界
｣
を
｢
肯
定
｣
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
､
｢
忘

却
｣
と
同
時
に
｢
創
造
｣
で
あ
る
｢
創
造
の
遊
戯
｣
の
構
造
で
あ
る
｡

一
四
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と
こ
ろ
で
､
｢
創
造
の
遊
戯
｣
の
主
体
で
あ
る
｢
子
供
｣
に
と
っ
て
､
｢
世
界
｣
が
常
に
｢
無
垢
｣
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と

は
､
｢
子
供
｣
自
体
が
､
一
切
の
既
成
の
｢
価
値
｣
に
対
し
て
｢
無
垢
｣
で
あ
る
が
故
に
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
ニ
ー
チ
ェ
に
お

い
て
は
､
｢
人
間
｣
と
｢
世
界
〔
仮
象
の
世
界
〕
｣
と
は
､
相
関
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢
人
間
｣
が
｢
無
垢
｣
で
あ

れ
ば
､
｢
世
界
｣
も
｢
無
垢
｣
､
す
な
わ
ち
､
･
｢
創
造
｣
に
対
し
て
開
か
れ
た
状
態
に
あ
り
､
逆
に
､
｢
世
界
｣
が
｢
無
垢
｣
で
あ

れ
ば
､
｢
人
間
｣
も
｢
無
垢
｣
､
す
な
わ
ち
､
｢
創
造
の
遊
戯
｣
を
営
む
｢
子
供
｣
の
状
態
に
あ
る
｡

以
上
に
お
い
て
み
て
き
た
よ
う
に
､
｢
人
間
｣
が
｢
創
造
者
｣
と
な
る
た
め
に
は
､
単
な
る
｢
価
値
｣
の
｢
否
定
者
｣
で
は
な
く
､

新
た
な
｢
肯
定
者
｣
､
｢
子
供
｣
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
で
は
､
そ
の
｢
子
供
｣
が
営
む
と
さ
る
｢
創
造
｣
は
､
『
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
文
脈
に
お
い
て
､
い
か
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
｡

b

評
価
と
し
て
の
創
造

｢
も
ろ
も
ろ
の
価
値
を
､
ま
ず
最
初
に
､
人
間
が
､
自
己
を
保
存
す
る
た
め
に
､
事
物
の
中
に
置
い
た
の
で
あ
る
｡
-
人
間
が
､

最
初
に
､
事
物
に
意
義
､
人
間
的
意
義
を
創

密たので
ヾヽ

0

あ
る
｡
そ
れ
故
､
彼
は
､
自
ら
を
『
人
間
云
e
n
s
c
三
』
､
す
な
わ
ち
､

｢
評
価
者
(
d
e
r

S
c
h
警
N
e
n
d
e
)
｣
と
呼
ぶ

評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
初
め
て
､
価
値
が
存
在
す
る
｡
｣

(弘

評
価
す
る
(
s
c
h
㍍
t
z
e
コ
)
と
は
､
創
造
す
る
(
s
c
b
a
f
f
e
n
)
こ
と
で
あ
る
｡
:
…
･

既
に
前
節
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
､
後
期
の
ニ
ー
チ
ェ
は
､
｢
創
造
｣
を
｢
評
価
｣
と
し
て
語
っ
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢
創
造
｣

と
は
､
神
の
ど
と
く
に
､
事
物
を
生
み
出
す
(
所
謂
｢
無
か
ら
の
創
造
言
r
e
a
t
i
O

e
米
n
i
h
〓
○
こ
)
こ
と
で
は
な
く
､
事
物
に

｢
価
値
｣
を
与
え
る
｡
と
､
人
間
的
尺
度
に
従
っ
て
､
そ
れ
を
囁
価
｣
す
る
｡
と
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
を
､
事
物
の
｢
創

造
｣
と
区
別
し
て
､
｢
価
値
｣
と
い
う
｢
地
平
(
彗
r
i
2
0
コ
こ
｣
の
｢
創
造
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
､
生



み
出
さ
れ
た
も
の
は
､
事
物
で
は
な
く
､
そ
れ
が
｢
評
価
｣
さ
れ
る
｢
地
平
｣
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
新
た
な
｢
地
平
｣
を
生
み
出

す
〔
開
く
〕
こ
と
は
､
新
た
に
｢
価
値
づ
け
｣
ら
れ
た
事
物
の
｢
世
界
〔
仮
象
の
世
界
〕
｣
を
｢
創
造
｣
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

ニ
ー
チ
エ
の
言
う
｢
世
界
｣
の
｢
創
造
｣
と
は
､
様
々
な
事
物
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
所
謂
｢
事
物
の
総
体
と
し
て
の
世
界
｣

を
｢
創
造
｣
す
る
こ
と
で
は
な
く
､
自
己
の
｢
遠
近
法
｣
に
従
っ
て
､
様
々
な
事
物
を
｢
評
価
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
い
わ
ば
｢
価

値
地
平
と
し
て
の
世
界
｣
を
｢
創
造
｣
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
｢
人
間
｣
は
､
新
た
に
自
分
自
身
に
よ
っ
て
｢
価
値
づ
け
｣
た
様

様
な
事
物
の
中
に
あ
っ
て
､
予
在
す
る
事
物
に
よ
っ
て
自
己
が
｢
価
値
づ
け
｣
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
､
自
己
自
身
が
事
物
の

｢
価
値
｣
の
｢
創
造
者
｣
で
あ
り
､
自
己
の
内
な
る
､
｢
価
値
｣
を
｢
創
造
｣
す
る
｢
力
｣
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡

す
な
わ
ち
､
｢
価
値
地
平
と
し
て
の
世
界
｣
の
｢
創
造
｣
は
､
｢
人
間
｣
が
､
そ
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
｢
評
価
者
｣
た
勺
得
て

い
る
こ
と
の
自
己
確
認
な
の
で
あ
る
｡

C

過
去
の
救
済

し
か
し
､
｢
人
間
｣
は
､
自
己
の
｢
過
去
｣
に
つ
い
て
は
｢
創
造
｣
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
｢
過
去
｣
は
､
も
は
や
取
り
返

し
が
つ
か
な
い
｡
そ
れ
故
､
｢
人
間
｣
の
｢
創
造
｣
す
る
｢
力
｣
は
､
決
定
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
ニ
ー
チ
ェ

は
､
こ
の
問
題
(
｢
過
去
の
救
済
(
E
ュ
訝
亡
n
g
こ
)
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
一
切
の
『
そ
う
で
あ
っ
た
(
E
s

w
a
r
)
』
は
､
断
片
で
あ
り
､
謎
で
あ
り
､
恐
ろ
し
い
偶
然
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
創

造
す
る
意
志
;
e
r

s
c
h
a
f
f
e
n
d
e

W
i
〓
e
)
は
､
『
し
か
し
､
私
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た

;ber

sO

W
O
〓
t
e

i
c
h

e
s
＼
)
｡
』
と
言
う
｡

-
創
造
す
る
意
志
は
､
『
し
か
し
､
私
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
(
A
b
e
r

sO

W
i
〓

i
c
h

e
s
＼
)
そ
う
で
あ

ることを欲するであろう(S｡Werdeicトて｡=eコ～〉｡』と言う｡｣(亀

一
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l
T
チ
ェ
に
よ
れ
ば
､
｢
過
去
の
救
済
｣
と
は
､
既
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
を
､
自
,
ケ
が
そ
れ
を
｢
欲
し
た
〔
望
ん
だ
〕
｣
の
だ

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
す
な
わ
ち
､
｢
過
去
｣
に
対
す
る
自
己
の
立
場
､
｢
過
去
｣
を
｢
評
価
｣
す
る
｢
価
値
｣
の
｢
地
平
｣
を
変
ず
る

こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
を
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
｢
肯
定
｣
に
よ
っ
て
､
そ
う
で
あ
っ
た
｢
世
界
｣
と
そ
の
様
に
行
為
し
た
｢
自
己
｣

と
が
同
時
に
｢
救
済
｣
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
｢
評
価
｣
の
変
更
に
よ
っ
て
は
､
｢
過
去
｣
は
｢
過
去
｣
の
ま
ま
で
あ
っ
て
､
実
際

に
は
､
何
ら
変
更
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
｡
は
た
し
て
､
こ
の
よ
う
な
｢
過
去
の
救
済
｣
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
対
し
て
は
､

引
用
文
の
後
半
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
｢
過
去
の
救
済
｣
と
は
､
単
に
｢
過

去
｣
を
｢
過
去
(
｢
欲
し
た
言
○
〓
t
e
)
｣
も
の
)
｣
と
し
て
｢
肯
定
｣
す
る
の
で
は
な
く
､
｢
過
去
｣
逐
｢
現
在
(
｢
欲
し
て
い
る
言
≡
ニ

も
の
)
｣
上
し
て
､
さ
ら
に
､
｢
未
来
(
｢
欲
す
る
で
あ
ろ
う
言
○
〓
e
コ
W
e
r
d
e
)
｣
も
の
)
｣
と
し
て
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

｢
創
造
す
る
意
志
｣
に
よ
っ
て
､
｢
過
去
｣
は
､
｢
過
去
｣
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
､
｢
現
在
｣
か
ら
｢
未
来
｣
に
向
け
て
､
す
な
わ
ち
､
｢
永

遠
｣
に
わ
た
っ
て
｢
肯
定
｣
さ
れ
､
｢
救
済
｣
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
は
､
｢
過
去
｣
は
､
も
は
や
｢
過
去
｣
で
は
な
い
｡
｢
現
在
｣

で
あ
り
､
｢
未
来
｣
で
あ
り
､
そ
し
て
､
｢
永
遠
｣
な
の
で
あ
る
｡
｢
過
去
｣
は
､
｢
永
遠
｣
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
｢
過
去
性
｣
か
ら

続
け
る
不
断
の

｢
創
造
者
｣

の
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
｢
過
去
の
救
済
｣
は
､
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢
等
し
き
も
の
の
永
遠
回
帰
｣
の
｢
肯

定｣

へ
と
展
開
し
て
い
く
｡
こ
の
｢
永
遠
回
帰
｣
の
｢
肯
定
｣
は
､
｢
人
間
｣
が
｢
超
人
｣

へ
と
｢
自
己
超
克
｣
を
遂
げ
る
最
大
の

課
題
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
い
て
､
｢
創
造
｣
は
､
い
わ
ば
｢
実
存
的
決
断
｣
と
な
る
｡

｢
救
済
｣
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
過
去
｣

㌔)
.
〉
0

｢
救
済
｣
す
る
者
と
は
､
｢
永
遠
｣
.
に
｢
自
己
｣
と
｢
世
界
｣
と
を
｢
肯
定
｣
し

3
･
2

超克

打

越人



ニ
ー
チ
ェ
の
｢
超
人
昌
b
e
r
ヨ
e
n
S
C
h
)
｣
と
は
､
端
的
に
言
え
ば
､
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
｣
を
体
現
し
た
｢
人
間
｣

で
あ
る
｡
以
下
で
は
､
そ
の
｢
超
人
｣
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
概
念
に
つ
い
て
､
ニ
ー
チ
ェ
の
見
解
を
ま
と
め
て
み

よ
う
｡

一
切
の

｢
価
値
｣
を
規
定
し
て
い
た

と
は
な
り
得
て
い
な
い
｡
何
故
な
ら
､

で
あ
る
｡
新
た
な
｢
価
値
｣
を
｢
創
造
｣

｢
大
地
の
意
義
(
S
i
n
n

d
e
r

E
r
d
e
)

｢
神
は
死
ん
だ
｣
｡
し
か
し
､
｢
人
間
｣
は
､
｢
神
｣
に
代
わ
る
｢
価
値
｣
の
｢
創
造
者
｣

｢
人
間
｣
と
は
､
｢
超
克
;
b
e
r
篭
i
n
d
e
n
)
さ
れ
る
べ
き
何
も
の
か
｣
(
㌔
す
ぎ
な
い
か
ら

す
る
者
は
､
｢
人
間
｣
が
｢
自
己
超
克
｣
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
の
｢
超
人
｣
､
す
な
わ
ち
､

｣
喜
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
｢
人
間
｣
の
｢
超
人
｣

へ
の
｢
自
己
超
克
｣
は
､
｢
大
地
に
忠
実
二
r
e
亡
)
｣

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ

る
｡
し
か
し
､
｡
の
｢
大
地
｣
は
､
究
極
的
な
｢
創
造
者
｣
と
し
て
の
｢
神
｣
を
欠
い
て
い
る
た
め
離
｢
価
値
｣
に
対
し
て
｢
儲

か
れ
て
(
f
r
e
こ
｣

い
る
｡
そ
れ
故
､
｢
人
間
｣
自
ら
が
､
｢
大
地
に
意
義
､
人
間
的
意
義
を
付
与
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
大
地
に
忠
美
｣
で
あ
り
な
が
ら
､
｢
大
地
に
意
義
を
付
与
戎
｣
と
い
う
､
あ
る
意
味
で
｢
矛
盾
｣
し
た
行
為
は
､
｢
大
地
の
意

義
に
つ
い
て
語
る
｣
と
こ
ろ
の
｢
肉
体
〔
身
体
〕

(
｢
e
i
b
一
｣
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
｡

｢
肉
体
は
､
一
つ
の
大
い
な
る
理
性
;
i
コ
e

grO苦
く
e
r
n
u
n
f
こ
で
あ
る
｡
一
つ
の
意
義
を
も
つ
一
つ
の
多
様
で
あ
り
､

一
つ
の
戦
争
と
一
つ
の
平
和
で
あ
り
､
一
つ
の
畜
群
と
一
つ
〓
人
〕

の
牧
人
で
あ
る
｡

わ
た
し
の
兄
弟
よ
､
君
が
『
精
神
石
e
i
s
こ
』
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
､
君
の
小
さ
な
理
性
も
ま
た
､
君
の
肉
体
の
道
具
(
W
e
r
k
･

Z
e
u
g
)
で
あ
る
｡
君
の
大
い
な
る
理
性
の
小
さ
な
道
具
な
い
し
遊
具
〔
玩
具
〕

;
p
i
e
-
z
e
亡
明
)
で
あ
る
｡
｣

｢
小
さ
な
理
性
〔
精
神
〕
｣
を
し
て
見
る
な
ら
ば
､
｢
肉
体
｣
あ
る
い
は
｢
大
地
｣
は
一
個
の
｢
矛
盾
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､

こ
の
｢
矛
盾
｣
に
お
け
る
｢
運
動
〔
遊
戯
〕
(
S
p
i
e
こ
｣
こ
そ
が
､
様
々
な
｢
意
義
｣
あ
る
い
は
｢
価
値
｣
を
｢
創
造
｣
す
る
の
で

あ
る
｡
そ
の
際
､
.
｢
小
さ
な
理
性
｣
と
し
て
の
｢
精
神
｣
は
､
｢
創
造
の
遊
戯
｣
の
主
体
で
は
な
く
､
単
な
る
｢
遊
具
〔
玩
具
〕
｣

一
四
九



に
す
ぎ
な
い
｡
｢
創
造
｣
の
主
体
は
､
･
｢
大
地
の
意
義
｣
を
語
る
｢
大
い
な
る
理
性
｣
と
し
て
の
｢
肉
体
｣
.
:
甘
の
で
あ
る
｡

以
上
の
｡
と
か
ら
､
｡
-
チ
ェ
に
お
け
る
｢
超
人
｣
と
は
､
覇
地
に
忠
実
｣
で
あ
り
な
が
ら
､
｢
大
地
に
意
義
を
付
与
す
る
｣

と｡ろの｢創造する肉体吉rs｡haff｡｡｡｡｡｡ib)｣であるとみ昔｡とができる｡頑､｡の｢創造する肉
体
｣
は
､
｢
矛
盾
〔
対
立
〕
｣
か
ら
｢
運
動
〔
遊
戯
〕
｣
が
生
ず
る
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
｣
の
｢
人
間
｣
に
お
け
る
体

現
な
の
で
あ
る
｡

b

吐
き
気

は
な
か
っ
た
｡
｣

(迫

ニ
ー
チ
エ
は
､
『
幻
影
と
謎
に
つ
い
て
』

(
第
Ⅲ
部
)

と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
､
あ
る
無
気
味
な
話
を
語
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､

｢
人
間
｣
が
｢
超
人
｣

へ
と
到
る
た
め
に
｢
超
克
｣
す
べ
き
最
大
の
課
題
､
｢
等
し
き
も
の
の
永
遠
回
帰
｣
の
｢
肯
定
｣
に
伴
う
嘗

悩
｣
を
｢
比
愉
｣
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
以
下
に
､
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
｡

一
人
の
若
い
牧
人
が
､
｢
黒
い
重
い
蛇
(
e
i
n
e

s
c
h
w
a
r
z
e

s
c
h
w
e
r
e

S
c
h
l
a
n
g
e
)
｣
を
喉
に
つ
ま
ら
せ
て
苦
し
ん
で
い

る
｡
そ
の
顔
に
は
､
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
｢
吐
き
気
蒜
k
e
こ
｣
と
｢
恐
怖
(
G
r
a
u
e
n
〉
｣
と
が
表
れ
て
い
る
｡
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
､
そ
の
｢
蛇
｣
を
引
き
抜
こ
う
と
し
た
が
､
出
来
な
か
っ
た
の
で
､
そ
れ
を
｢
噛
み
切
れ
｣
と
叫
ん
だ
｡
す
る
と
､

牧
人
は
､
｢
蛇
｣
を
噛
み
切
り
､
そ
の
頭
を
遠
く
へ
吐
き
出
し
､
そ
し
て
､
す
く
っ
と
立
ち
上
が
っ
た
｡

｢
〔
そ
れ
は
､
〕
も
は
や
､
牧
人
で
は
な
か
っ
た
､
人
間
で
は
な
か
っ
た
｡
-

変
貌
(
<
e
r
W
a
n
d
e
-
n
〉
し
た
る
者
､
光
に
包

ま
れ
た
者
で
あ
.
つ
た
｡
そ
し
て
､
彼
は
笑
っ
た
(
-
a
c
h
t
e
一
｡
今
ま
で
､
地
上
の
ど
ん
な
人
間
も
､
彼
の
ご
と
く
に
笑
っ
た
こ
と

こ
の
｢
牧
人
｣
は
､
｢
卑
小
な
も
の
｣
､
｢
璧
思
味
な
も
の
｣
の
等
し
き
ま
ま
の
｢
永
遠
回
帰
｣
を
｢
笑
い
;
a
c
h
e
n
一
｣
に
よ
っ

て
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
す
で
に
､
｢
人
間
｣
を
超
え
､
｢
超
人
｣

へ
と
｢
変
貌
｣
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
｢
人
間
｣
が



｢
超
人
｣

へ
と
｢
変
貌
｣
す
る
た
め
に
は
､
｢
吐
き
気
｣
に
満
.
ち
.
た
｢
苦
悩
｣
を
｢
超
克
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
｢
吐
き

気
｣
は
､
｢
永
遠
回
帰
｣
を
象
徴
し
て
い
る
､
飲
み
込
む
こ
と
も
吐
き
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
｢
黒
い
重
い
蛇
｣
に
よ
る
も
の
で
あ

る
｡
そ
の
ま
ま
で
は
窒
息
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
故
､
彼
は
､
｢
蛇
｣
の
頭
を
｢
噛
み
切
る
｣
と
い
う
､
い
わ
ば
｢
実

存
的
決
断
｣
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
｢
実
存
的
決
断
｣
は
､
｢
永
遠
回
帰
｣
を
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
で
あ
り
､

そ
れ
は
､
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
｡
何
故
な
ら
､
｢
永
遠
に
回
帰
す
る
世
界
｣
に
お
い
て
は
､
｢
最
も
卑
小
な
も
の
｣
や
｢
最
も
憎

む
べ
き
も
の
｣
と
､
再
び
､
そ
し
て
｢
永
遠
｣
に
巡
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
､
ま
た
､
こ
の
｢
等
し
き
も
の
の
永
遠

回
帰
｣
は
､
自
己
の
存
在
を
､
他
の
存
在
と
同
様
に
､
｢
璧
思
味
な
も
の
｣
た
ら
し
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
｢
永
遠

回
帰
｣
を
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
は
､
単
な
る
｢
自
己
超
克
｣
で
ほ
な
い
｡
そ
れ
は
､
｢
超
克
｣
そ
の
も
の
が
｢
意
味
｣
を
失
い
か
ね

な
い
極
限
的
な
｢
無
意
味
さ
(
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
)
｣
の
中
で
､
｢
人
間
｣
の
全
存
在
を
賭
し
て
､
不
断
に
｢
創
造
｣
し
続
け
る
こ
と
､

す
な
わ
ち
､
｢
世
界
｣
の
｢
生
成
｣
と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
｢
決
断
｣
す
る
こ
と
で
あ
り
､
こ
れ
は
､
｢
人
間
｣
が
｢
人
間
｣
を
｢
超

え
る
｣

こ
と
､
す
な
わ
ち
､
｢
超
人
｣
と
な
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

C

快癒

と
こ
ろ
で
､
こ
の
無
気
味
な
｢
幻
影
石
e
s
i
c
h
こ
｣
を
語
っ
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
は
､
｢
永
遠
回
帰
｣
に
伴
う
｢
吐
き

気
｣
の
た
め
に
､
七
日
間
も
｢
死
者
｣
の
よ
う
に
填
た
わ
っ
て
い
た
(
第
Ⅲ
部
､
『
快
癒
し
っ
つ
あ
る
者
』
､
第
2
節
)
｡
そ
の
｢
吐

き
気
｣
か
ら
彼
を
頭
し
｣
た
も
の
は
､
｢
花
園
(
G
a
r
t
e
n
)
｣
の
よ
う
な
｢
世
界
｣
､
す
な
わ
ち
､
｢
治
癒
の
場
所
｣
と
な
っ
た

｢
大
地
蒜
r
d
2
)
｣
で
あ
り
､
彼
に
従
う
動
物
た
ち
(
鷲
と
蛇
)
の
｢
歌
(
S
a
コ
g
)
｣
で
あ
り
､
そ
し
て
､
一
切
の
事
物
の
｢
舞
踏

]
a
n
z
)
｣
な
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
を
二
言
で
言
え
ば
､
｢
永
遠
回
帰
｣
を
楽
し
ん
で
い
る
｢
自
然
｣
が
､
彼
を
｢
治
癒
｣
へ
と
導

い
た
の
で
あ
る
｡
｢
自
然
｣
に
と
っ
て
は
､
｢
永
遠
回
帰
｣
も
｢
遊
戯
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
｢
自
然
｣
の
存
在
が
､
｢
歌
｣
や
｢
舞

一
五
一



一
五
二

踏
｣
に
よ
っ
て
｢
永
遠
回
帰
｣
を
｢
戯
れ
｣
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
｢
人
間
｣
も
ま
た
､
｢
笑
い
〓
a
c
h
e
n
)
｣
､
｢
歌
い
;
i
n
-

g
e
n
)
｣
､
｢
舞
踏
す
る
二
a
n
z
e
n
)
｣
と
い
う
｢
遊
戯
｣
に
よ
っ
て
､
そ
れ
を
｢
肯
定
｣
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
､

｢
大
い
な
る
理
性
｣
と
し
て
の
｢
肉
体
｣
の
､
こ
の
よ
う
な
｢
遊
戯
｣
に
お
い
て
､
｢
人
間
｣
は
､
｢
超
人
｣

へ
の
究
極
的
な
｢
自

己
超
克
｣
を
果
す
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
ら
の
｢
笑
い
｣
､
｢
歌
｣
､
｢
舞
踏
｣
こ
そ
､
究
極
的
な
｢
超
克
｣
の
｢
比
喩
｣
で

あ
り
､
ま
た
､
｢
超
人
｣

の
｢
遊
戯
｣
と
み
な
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

結び

超
人
の
遊
戯

(姐

｢
歌
え
､
も
は
や
語
る
な
二
S
i
n
g
e
岬

s
p
r
i
c
h

n
i
c
h
t
∋
e
h
r
〓
｡
｣

も
し
･
も
､
哲
学
が
､
｢
概
念
｣
に
よ
る
思
考
の
み
を
､
そ
の
唯
一
の
方
法
と
す
る
な
ら
ば
､
｢
も
は
や
語
り
｣
得
な
い
事
象
､
｢
比

喩
｣
に
よ
っ
て
､
そ
れ
を
｢
歌
う
｣
こ
と
し
か
で
き
な
い
事
象
に
つ
い
て
は
､
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
｢
世
界
の
遊
匪
､

｢
超
人
の
遊
戯
｣
､
と
も
に
｢
概
念
｣
的
な
論
証
が
不
可
能
な
､
単
な
る
｢
比
愉
｣
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
､
｢
世
界
｣
の
真
相
ほ
､

｢
比
喩
｣
に
よ
っ
て
し
か
呈
示
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
あ
る
い
は
､
｢
比
喩
｣
に
よ
っ
て
､
初
め
て
､
｢
世
界
｣
が
｢
開
か
｣

れ
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
､
客
観
的
､
普
遍
的
､
そ
し
て
､
一
義
的
な
｢
概
念
｣
と
は
､
も
は
や
｢
世
界
｣
を
｢
開

く
｣
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
､
死
せ
る
｢
記
号
｣
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
不
断
に
｢
世
界
｣
を
｢
開
き
〔
創
造
〕
｣
､
｢
自
己
超
克
｣

を
遂
げ
る
こ
と
が
∴

｢
人
間
｣
の
本
来
的
な
生
き
方
で
あ
る
と
み
な
す
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
､
｢
比
喩
｣
あ
る
い
は
｢
イ
メ
ー
ジ

〔
像
〕
｣
に
よ
っ
て
｢
思
索
｣
す
る
こ
と
こ
そ
､
真
に
｢
哲
学
す
る
〔
知
を
愛
す
る
〕

(
p
h
〓
O
S
O
p
h
i
e
r
e
n
)
｣

こ
と
な
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
彼
の
代
表
作
､
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
は
､
｢
比
喩
｣
あ
る
い
は
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
に
よ
る
｢
思
索
｣

の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
｡
こ
れ
を
､
も
は
や
｢
思
索
盲
e
コ
k
e
n
)
｣
で
は
な
ぐ
､
｢
詩
作
⊥
D
i
c
h
t
e
n
)
｣
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と



も
で
き
る
か
､
｢
芸
術
家
(
詩
△
｣
を
人
間
の
理
想
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
､
｢
思
索
｣
が
｢
詩
作
｣
に
な
る
こ
と
は
､

い
わ
ば
､
必
然
的
な
要
請
で
あ
っ
た
と
亭
.
え
る
｡
そ
れ
故
､
た
と
え
論
証
不
可
能
な
｢
比
喩
｣
で
あ
る
と
し
て
も
､
｢
遊
戯
｣
を
､

｢
世
界
｣
と
｢
人
間
｣
の
在
り
方
の
真
相
と
し
て
呈
示
し
､
そ
れ
を
通
じ
て
の
｢
世
界
｣
と
｢
人
間
｣
と
の
｢
融
合
｣
､
｢
救
済
｣

の
可
能
性
を
問
う
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
｢
思
索
-
詩
作
｣
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡

前
節
に
お
い
て
､
我
々
は
､
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
対
象
と
し
て
､
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
検
討
し
た
が
､
そ
の
究
極
に
は
､

｢
永
遠
回
帰
｣
を
｢
肯
定
｣
す
る
者
と
し
て
の
｢
超
人
｣
の
｢
遊
戯
｣
と
い
う
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
が
存
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
こ
の
｢
超

人
の
遊
戯
｣
は
､
｢
も
は
や
語
り
｣
得
な
い
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
に
関
し
て
は
､
｢
笑
い
｣
､
｢
歌
い
｣
､
｢
舞
踏
す
る
｣
と
い
う
､

い
わ
ば
｢
超
克
の
比
喩
｣
が
帰
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
｢
比
愉
｣
は
､
｢
世
界
｣
の
｢
生
成
｣
に
｢
肯
定
｣
的
に
参
与

す
る
喜
び
は
語
っ
て
い
て
も
､
｢
比
喩
｣
で
あ
る
が
故
に
､
｢
超
人
の
遊
戯
｣
と
は
｢
何
で
あ
る
か
｣
を
示
し
て
は
い
な
い
｡
何
を

も
っ
て
､
｢
遊
戯
｣
し
､
｢
超
克
｣
し
て
い
く
か
は
､
そ
の
人
個
人
の
｢
趣
味
(
G
e
s
c
ト
ヨ
a
C
k
)
｣
正
に
よ
る
の
で
あ
る
｡

｢
多
種
多
様
な
道
三
e
g
)
と
方
法
言
e
i
s
e
一
に
よ
っ
て
､
わ
た
し
は
､
わ
た
し
の
真
理
す
e
i
n
e

W
a
h
r
h
e
i
こ
に
到
達

し
た
｡
｣
(
迫

誼

｢
超
克
に
は
､
多
種
多
様
な
道
と
方
法
が
あ
る
｡
｣

｢
つ
ま
り
､
道
〔
そ
の
も
の
〕
は
､
存
在
し
な
い
｡
｣

各
個
人
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
｢
道
と
方
法
｣
に
よ
っ
て
､
自
己
を
｢
超
克
｣
し
､
自
分
自
身
の
｢
真
理
｣
へ
と
到
る
こ
と
が
､
｢
創
造

の
遊
戯
｣
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
｢
多
種
多
様
｣
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
全
て
の
人
に
共
通
す
る
､
唯
一
の
｢
方
法
｣
に
よ
る
の
で
は
な

く
､
各
人
の
｢
自
由
｣
を
許
容
す
る
が
故
に
､
そ
れ
は
､
｢
遊
戯
｣
と
呼
ば
れ
得
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
｢
超
克
｣
と
し
て

の
｢
創
造
の
遊
戯
｣
が
｢
多
種
多
様
｣
で
あ
る
の
に
対
応
し
て
､
そ
の
究
極
目
標
で
あ
る
｢
超
人
｣
も
｢
多
種
多
様
｣
な
在
り
方
を

す
る
｡
何
故
な
ら
､
そ
れ
は
､
一
定
不
変
の
｢
存
在
㌫
e
i
コ
)
｣
で
は
な
く
､
｢
生
成
盲
e
r
d
e
コ
)
｣
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､

一
五
三



一
五
四

｢
超
人
｣
と
呼
ば
れ
得
る
者
に
共
通
す
る
の
は
､
｢
世
界
｣
の
｢
生
成
｣
と
一
つ
に
な
り
､
不
断
に
｢
創
造
〔
自
己
超
克
〕
｣
し
続

け
る
と
い
う
､
そ
の
在
り
方
の
み
な
の
で
あ
る
｡

最
後
に
こ
の
よ
う
な
｢
超
人
の
遊
戯
｣
と
､
1
節
で
検
討
し
た
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
遊
戯
｣
と
の
関
係
を
み
て
お
こ
う
｡
｢
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
遊
戯
｣
に
お
い
て
は
､
そ
の
→
遊
戯
｣
の
主
体
は
､
｢
根
源
的
一
者
｣
と
し
て
の
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
で
あ
り
､

｢
人
間
｣
は
､
そ
れ
に
参
与
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
｢
超
人
の
遊
戯
｣
に
お
い
て
は
､
そ
の
主
体
は
､
大

間
｣
が
｢
自
己
超
克
｣
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
の
｢
超
人
｣
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
､
｢
遊
戯
｣
に
お
け
る
｢
人
間
｣
の
位
置
づ
け

の
変
化
､
｢
遊
戯
｣
の
主
体
の
転
換
は
､
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
認
識
の
｢
遠
近
法
主
義
｣
の
確
立
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
｡
こ
の
｢
遠
近
法
主
義
｣
こ
そ
､
ニ
ー
チ
ェ
の
初
期
の
思
想
と
後
期
の
思
想
と
を
分
つ
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
自
己
｣

と
｢
世
界
｣
と
が
同
時
に
｢
肯
定
｣
､
｢
救
済
｣
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
｢
遊
戯
｣
に
お
い
て
は
､
そ
の
主
体
を
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣

と
し
て
語
ろ
う
と
､
｢
超
人
｣
と
し
て
語
ろ
う
と
､
同
じ
一
つ
の
｢
生
成
｣
と
し
て
の
｢
遊
戯
｣
に
対
す
る
視
点
の
相
違
に
過
ぎ
な

い
｡
確
か
に
､
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
了
-
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
け
る
｢
根
源
的
一
者
〔
デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
〕
｣
の
｢
芸
術
家
-
形
而
上
学
｣
に
対
し
て
､
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
思
想
は
､
そ
の

独
自
性
と
深
さ
と
を
増
し
て
い
る
が
､
｢
人
間
｣
と
｢
世
界
｣
と
の
結
び
つ
き
を
｢
遊
戯
｣
と
し
て
語
る
こ
と
に
お
い
て
は
､
両
者

は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
｢
遊
戯
｣
に
対
す
る
愛
着
を
生
涯
失
わ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
､
｢
遊
戯
｣
が
､
単
な
る
｢
概
念
｣

で
は
な
く
､
豊
か
な
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
様
々
な
｢
思
索
卜
詩
作
｣
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ

れ
に
つ
い
て
､
我
々
は
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
､
最
終
的
な
考
察
対
象
で
あ
っ
た
｢
超
人
の
遊
戯
｣
は
､
そ
れ
に
帰
せ

ら
れ
る
｢
歌
い
｣
､
｢
踊
る
｣
と
い
う
｢
比
喩
｣
あ
る
銭
｢
象
徴
｣
に
よ
っ
て
､
最
初
の
考
察
対
象
で
あ
っ
た
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
､
そ

れ
を
讃
え
る
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
デ
ィ
テ
エ
ラ
ン
ボ
ス
｣
､
す
な
わ
ち
､
｢
悲
劇
｣
の
原
形
へ
と
帰
還
す
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
ニ
ー
チ
ェ



に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
｢
遊
戯
の
哲
学
｣
も
し
く
は
｢
創
造
の
哲
学
｣
.
は
､
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
の
連
鎖
に
よ
っ
て
､
大
き
な
弧
を
描
き
な
が
ら
､

再
び
も
と
に
も
ど
っ
て
く
る
｢
思
索
1
詩
作
｣
の
円
環
的
な
｢
運
動
(
S
p
i
e
こ
｣

で
あ
っ
た
､
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

註*
本
論
考
に
お
け
る
引
用
は
､
G
･
C
O
≡
壱
･
M
O
コ
ー
1
n
a
r
i
の
編
集
に
よ
る
『
子
チ
ェ
全
集
』
(
･
･
K
r
i
ニ
s
c
ト
e

G
e
s
a
ヨ
t
a
u
S
g
a
b
e

W
e
r
k
e

(
K
G
三
バ
芦
d
e

G
r
u
y
t
e
r
一
B
e
r
〓
コ
一
-
冨
コ
f
.
)

に
拠
る
｡

*
註
に
お
い
て
は
､
著
作
は
､
以
下
の
よ
う
な
略
号
を
用
い
て
示
す
｡

G
T
‥
D
i
e

G
e
b
u
r
t

d
e
r

T
r
a
g
監
i
e
､
(
『
悲
劇
の
誕
生
』
)

く
S
K
‥
く
e
r
s
u
c
b

e
i
n
e
r

S
e
-
b
s
t
k
r
〓
i
k
､
(
『
自
己
批
判
の
試
み
』
)

P
}
岩
‥
D
i
e

P
h
ニ
O
S
O
P
h
i
2
す
t
r
a
g
i
s
c
h
2
コ
N
e
i
t
a
-
t
2
r

d
2
r

G
r
i
e
c
h
2
コ
､
(
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代
の
哲
学
』
)

F
竜
‥
D
i
e

f
r
穿
〓
c
h
e

W
i
s
s
e
コ
S
C
h
a
f
t
,
(
『
悦
ば
し
き
知
識
』
)

N
a
‥
セ
s
｡
S
p
r
a
C
h

N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
ニ
ュ
V
)
､
(
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
)

E
コ
‥
E
c
c
e

h
O
ヨ
○
､
(
『
こ
の
人
を
見
よ
』
)

*
後
期
の
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
断
片
に
つ
い
て
は
､
『
力
へ
の
意
志
盲
M
‥
D
e
r
至
≡
z
u
r

M
a
c
h
t
)
』
と
し
て
編
集
さ
れ
た
断
片
集
(
K
r
冨
r

版)

の
番
号
と
G
r
u
y
t
e
r
版
の
全
集
の
断
片
の
番
号
を
併
記
す
る
｡

(
⊥
ニ
ー
チ
エ
論
の
中
で
､
特
に
｢
遊
戯
｣
を
重
要
視
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
､
E
･
F
i
己
ハ
ミ
N
i
2
-
2
S
C
h
e
s

Ph〓OSOPhie､二-≡)

や
信
太
正
三
『
永
遠
回
帰
と
遊
戯
の
哲
学
』
こ
讐
道
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
と
も
に
､
ニ
ー
チ
ェ
の
｢
創
造
｣
概
念
と
の
連
関
に
お
い
て
は
､

｢
遊
戯
｣
を
論
じ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
､
本
論
考
は
､
こ
の
二
者
か
ら
､
特
に
､
独
自
の
｢
遊
戯
論
｣
1
0
a
s
e
d
e
s
G
寿
k
s
ご
琶
)
-

､
.
s
p
i
e
-
a
-
s

W
e
〓
s
y
ヨ
b
O
-
､
ご
一
芸
三
こ

を
展
開
し
た
E
.
F
i
昇
か
ら
刺
激
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
｡

(且

こ
の
用
語
は
､
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
期
の
哲
学
二
E
ユ
賢
e
r
u
コ
g

N
u
ま
ー
d
e
r
≡
sD
i
c
ト
t
亡
コ
g
(
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』
)
･
､

二
諾
こ
)
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
を
､
こ
こ
で
は
､
ニ
ー
チ
ェ
の
文
脈
に
即
し
て
用
い
て
い
る
｡

言

く
S
♂
u
∴

】
書
-
こ
･
0
0

一
五
五



一
五
六

互

p
コ
G
-
ご

臼
-
N
､
S
･
㌶
ひ

言
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
創
造
に
つ
い
て
は
､
拙
稿
『
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
芸
術
の
｢
形
而
上
学
｣
と
｢
生
理
学
｣
』

(
『
美
学
』
一
五
〇
号
)
を
参
照

の
こ
と
｡
な
お
､
｢
遊
戯
｣
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
本
論
考
は
､
｢
創
造
｣
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
こ
の
論
考
と
相
補
う
関
係
を
な
し
て
い

る｡

(且

以
下
の
項
は
､
前
掲
の
拙
稿
の
同
名
の
項
と
内
容
的
に
重
複
し
て
い
る
｡

ア)

｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
と
｢
根
源
的
一
者
｣
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
中
の
叙
述
と
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
が
語
源
的
に

｢
神
(
天
)

の
子
｣
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
論
者
の
解
釈
に
よ
る
の
で
あ
る
が
､
詳
し
く
は
､
前
掲
の
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
｡

(且

こ
の
｢
美
的
現
象
｣
に
関
す
る
命
題
は
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
本
文
の
第
5
節
､
第
2
4
節
､
お
よ
び
『
自
己
批
判
の
試
み
』

の
第
5
節
の
中
に
､
そ

れ
ぞ
れ
少
し
形
を
変
え
て
見
出
さ
れ
る
｡

(且

｢
芸
術
の
形
而
上
学
｣
の
文
脈
に
お
い
て
｢
遊
具
｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
､
論
者
の
解
釈
に
よ
る
｡
し
か
し
､
ニ
ー
チ
ェ
自
身
に
お
い
て
､

こ
の
｢
遊
具
｣
と
い
う
言
葉
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
(
本
論
考
､
3
･
2

a

超人

を
参
照
の
こ
と
)
｡

蛮

同
じ
『
自
己
批
判
の
試
み
』
の
第
5
節
に
お
い
て
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
こ
の
｢
(
芸
術
家
⊥
神
｣
を
｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
｣
と
名
づ
け
た
､
と
語

っ
て
い
る
｡

琶

こ
の
｢
芸
術
家
-
形
而
上
学
｣
と
い
う
言
葉
は
､
『
自
己
批
判
の
試
み
』
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
内
容
は
､
『
悲

劇
の
誕
生
』

の
本
文
に
お
い
て
､
｢
芸
術
の
形
而
上
学
｣
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
前
者
に
お
い
て
は
､
｢
形
而
上
学
｣
す
な
わ

ち
｢
世
界
の
本
質
の
解
明
｣
に
力
点
が
置
か
れ
､
後
者
に
お
い
て
は
､
｢
芸
術
｣
す
な
わ
ち
｢
悲
劇
と
い
う
芸
術
現
象
の
解
明
｣

に
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
｡

(臼

『
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代
の
哲
学
』
の
第
6
節
に
よ
れ
ば
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
と
っ
て
の
｢
世
界
を
形
成
す
る
力
｣
と
は
､
｢
火

;
a
s

F
e
u
e
r
こ
の
こ
と
で
あ
る
｡

8

『
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代
の
哲
学
』
の
第
6
節
で
は
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
世
界
は
､
ゼ
ウ
ス
の
遊
戯
､
あ
る
い
は
､
自
然
学
的
に
表
現
す
れ
ば
､
火
の
自
分
自
身
と
の
遊
戯
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
み
､

一
者
;
a
s

E
i
I
1
2
)
は
同
時
に
多
者
;
a
s

V
i
e
-
e
)
な
の
で
あ
る
｡
｣

(
日
-
N
}
S
･
㌶
N
)

こ
の
｢
一
者
が
同
時
に
多
者
で
あ
る
｣
と
い
う
こ
と
は
､
｢
世
界
｣

の
本
質
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
そ
れ
を
､
｢
自
分
自
身



と
の
遊
戯
｣
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
｡

な
お
､
｢
偉
大
な
宇
宙
児
､
ゼ
ウ
ス
の
遊
戯
｣
士
い
う
言
葉
は
､
同
論
文
の
第
8
節
(
臼
-
♪
∽
･
賀
こ
に
見
出
さ
れ
る
｡

ま
た
､
｢
ア
イ
オ
ー
ン
の
美
し
い
無
垢
な
る
遊
戯
｣
は
､
同
第
7
節
(
臼
一
N
一
S
･
い
N
ヱ
に
見
出
さ
れ
る
｡
.

9
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
｢
永
遠
に
生
き
る
火
｣
と
｢
バ
イ
ス
･
パ
イ
ゾ
ー
ン
｣
の
断
片
は
､
デ
ィ
ー
ル
ス
､
ク
ラ
ン
ツ
の
断
片
集
の
分
類
番
号
に
よ

れ
ば
､
B
∽
N

と
B
g
で
あ
る
｡
な
お
､
註
(
1
7
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(適

｢
彼
(
e
こ
｣
は
､
文
法
的
に
は
､
へ
ご
e
r
ぎ
㌔
を
指
す
が
､
内
容
的
に
は
､
へ
､
d
a
s

F
e
u
e
r
､
､
を
意
味
し
て
い
る
｡
こ
の
文
脈
に
お
い
て

は
､
｢
永
遠
に
生
き
る
火
｣
と
｢
ア
イ
オ
ー
ン
(
永
遠
)
｣
と
は
等
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(適

P
≡
〟
ご

】
ヂ
N
-
S
･
諾
ミ
･

こ
の
引
用
の
中
に
あ
る
｢
遊
戯
衝
動
｣
と
い
う
概
念
は
､
シ
ラ
ー
の
田
心
想
と
の
連
関
を
思
わ
せ
､
ま
た
､
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
､
ニ
ー
チ

ェ
は
､
シ
ラ
ー
の
悲
劇
に
お
け
る
合
唱
団
の
解
釈
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
(
第
7
節
)
が
､
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
本
論
考
に
お
い
て

検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
お
､
論
者
の
シ
ラ
ー
解
釈
に
つ
い
て
は
､
拙
稿
『
｢
現
象
に
お
け
る
自
由
｣
と
｢
象
徴
と
し
て
の
美
｣
』
(
『
美

学
』
一
五
四
号
)
を
参
照
の
こ
と
｡

壬

へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
｢
世
界
｣
を
｢
遊
戯
｣
と
し
て
捉
え
た
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
解
釈
は
､
強
引
で
あ
り
､
正
当
的
な
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
と

は
言
え
な
い
｡

対
照
す
る
た
め
に
､
以
下
に
､
ニ
ー
チ
エ
の
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解
釈
の
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
断
片
を
､
デ
ィ
ー
ル
ス
､
ク
ラ
ン
ツ

に
よ
る
断
片
集
〓
紆
r
ヨ
a
コ
コ
D
i
e
-
s
-
W
a
〓
h
e
r

KraコZ∵占ie

F
r
a
g
ヨ
e
n
-
e

derV｡rS｡kratiker､､,第17版二≡))から

引
用
(
彼
ら
に
よ
る
独
訳
)
し
て
み
よ
う
｡

｢
人
生
(
｢
e
b
e
コ
S
Z
e
i
t
=
已
㌢
)
は
､
将
棋
の
駒
を
先
へ
後
へ
と
置
い
て
遊
ん
で
い
る
子
供

(
K
コ
a
b
2
d
2
r

S
P
i
2
〓
=
昌
『
の
司
ミ
(
e
こ

で
あ
る
‥
子
供
の
統
治
｡
｣

(
B
∽
N
)

｢
す
べ
て
の
存
在
に
と
っ
て
等
し
い
世
界
秩
序
(
W
e
〓
O
r
d
コ
u
コ
g
=
㌫
q
モ
○
こ
は
､
神
々
の
う
ち
の
誰
か
が
創
っ
た
の
で
も
､
人
間
の
う
ち
の

誰
か
が
創
っ
た
の
で
も
な
く
､
そ
れ
は
､
永
遠
に
生
き
る
火
(
e
w
i
g

l
e
b
e
コ
d
i
g
e
s

F
e
u
e
r
=
司
音
訂
㌫
∈
Q
こ
で
常
に
あ
っ
た
し
､
現

に
あ
り
､
ま
た
､
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
一
定
の
限
度
で
燃
え
､
一
定
の
限
度
で
消
え
る
｡
｣

(B∽三

ニ
ュ
ー
チ
ェ
は
､
上
の
㌔
か
ぎ
〔
永
遠
〕
･
･
を
｢
遊
ぶ
子
供
(
邑
の
邑
へ
e
∑
と
し
て
捉
え
た
断
片
;
里
と
､
ご
㌫
ミ
;
三
世
界
〕
､
､

一
五
七
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一
五
八

を
｢
永
遠
に
生
き
る
火
(
司
若
か
m
…
へ
e
Q
こ
｣
と
し
て
捉
え
た
断
片
言
g
)
､
そ
れ
ぞ
れ
に
示
さ
れ
て
い
る
田
巻
を
〓
つ
に
し
て
､
｢
世
界
｣

を
｢
遊
ぶ
子
供
｣
と
し
た
｡
し
か
し
､
冒
↓
ス
､
ク
ラ
ン
ツ
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
よ
る
と
､
.
√
㌻
篭
の
､
､
は
三
e
〓
O
r
d
コ
u
コ
g
(
世
界
秩
序
)
､
､
で
あ

り
､
､
､
Q
㌻
㌔
更
.
1
2
ト
e
n
s
2
2
i
-
(
人
生
､
生
涯
)
･
-
で
あ
る
｡
彼
ら
の
解
釈
が
正
当
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
､
｢
世
界
は
遊
ぶ
子
供
で
あ

る
｣
と
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
考
え
て
い
た
と
す
る
主
張
は
､
根
拠
を
欠
い
た
も
の
と
な
る
｡
こ
こ
で
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
想
全
体
と
の
連
関

に
お
い
て
､
へ
.
獣
q
篭
の
､
､
と
､
､
R
㌻
㌔
を
等
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
ガ
､
デ
ィ
ー
ル
ス
､
ク
ラ
ン
ツ
の
解

釈
が
､
現
在
､
正
当
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
､
ま
た
､
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
の
う
ち
に
｢
世
界
は
遊
ぶ
子
供
で
あ
る
｣
と
い
う
こ
と

を
直
接
意
味
す
る
も
の
が
な
い
以
上
､
｢
世
界
｣
を
｢
遊
戯
｣
と
捉
え
る
思
想
は
､
ヘ
ラ
グ
レ
イ
ト
ス
の
思
想
と
い
う
よ
り
は
､
ニ
ー
チ
ェ
自
身

の
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
中
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
解
題
の
第
3
節
二
烏
G
･
J
エ
を
参
照
｡

E
ユ
.
G
J
…
こ

′
㌔
u
-
S
･
ご
三
･
を
参
照
｡

Wき

N
(
く
日
､
言
誤
]
)

宅
ぶ
諾
二
百
-
ヱ
.
コ
]
)

ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
､
｢
永
遠
回
帰
｣
を
宇
苗
論
的
思
想
と
し
て
､
物
理
学
的
に
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
盲
き
亡
藁
二
言
､
麗
ご
吾
)
､

宅
M
∵
○
の
ご
昌
-
∽
[
冨
]
)
､
竜
三
･
-
g
五
っ
占
∵
器
[
芝
]
,
[
冨
]
,
宅
M
-
-
冨
ヱ
≦
戸
-
菩
-
0
0
0
0
]
)

等
を
参
照
)
Q
し
か
し
､
そ
れ
は
､

論
証
を
欠
い
た
断
定
で
あ
り
､
証
明
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡
な
お
､
彼
の
証
明
の
骨
子
は
､
｢
力
｣
は
有
限
で
あ
り
､
｢
時
間
｣
は

無
限
で
あ
る
か
ら
､
無
限
な
｢
時
間
｣
の
中
で
は
､
か
つ
て
の
｢
力
｣
の
状
態
(
組
み
合
わ
せ
)
が
｢
回
帰
｣
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

F
W
-
岩
ご

<
}
N
〉
S
･
N
g

註
(
2
3
)

を
参
照
｡

E
H
-
｢
何
故
､
私
は
こ
ん
な
に
賢
い
宗
-
u
g
)
の
か
｣
第
1
0
節
‥
≦
.
ヅ
∽
･
N
冨

な
お
､
一
切
の
も
の
の
｢
肯
定
｣
に
つ
い
て
は
､
例
え
ば
書
-
N
器
(
昌
こ
こ
三
)
-
書
こ
○
㌶
(
昌
∴
[
三
〉
,
葺
き

ー○㌶

(
<
眉
-
鼻

[
〓
]
)
-
竜
き
一
軍
二
≦
ご
;

[
諾
]
)
等
の
断
片
を
参
照
｡
特
に
､
最
後
の
断
片
は
､
｢
運
命
愛
｣
が
｢
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
肯
定
;
i
O
コ
y
S
i
s
c
h
e
s
J
a
s
a
g
e
コ
)
｣
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
｡

韮
一
例
え
ば
､
N
a
こ
} ｢
背
後
世
界
論
者
に
つ
い
て
｣
等
を
参
照
｡



8

『
悦
ば
し
き
知
識
』
の
中
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
二
七
六
番
に
お
い
て
､
ニ
ー
チ
ェ
は
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

缶韮8垂正 垂畜韮重富 芸喜3 翌

｢
私
は
､
も
ろ
も
ろ
の
事
物
に
お
け
る
必
然
的
な
も
の
を
美
;
a
sS
c
h
冨
〉
と
し
て
見
る
こ
と
を
､
い
よ
い
よ
多
く
学
ぼ
う
と
思
う
｡
｣

だ
か
ら
､
私
は
､
も
ろ
も
ろ
の
事
物
を
美
し
く
す
る
(
s
c
h
ぎ
ヨ
a
C
h
e
n
一
者
た
ち
の
一
人
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
｣
(
メ
N
-
S
∴
挙
こ

竜
き
0
0
∽
N

(
く
臼
､
-
○

[
亡
霊
]
)

宅
き
冨
U

(
<
臼
-
N

[
-
怠
]
)

竜
き
S
ひ

二
百
-
〓

[
ま
]
)

W
き
川
至
1

二
貞
-
-
A

[-00こ〉

ニ
ー
チ
ェ
の
｢
遠
近
法
主
義
完
e
r
s
p
e
k
t
i
三
s
亡
m
u
S
〉
｣
に
つ
い
て
は
､
本
論
考
に
お
い
て
主
題
的
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
そ
れ
に

っ
い
て
は
､
こ
の
断
片
の
他
に
､
例
え
ば
､
宅
M
こ
N
〓
貞
こ
ー
[
芸
]
)
-
竜
き
N
冨
(
昌
,
N
か
[
〓
ヱ
)
-
萱
♪
怠
-
二
白
-

→

[
含
]
)
}
竜
M
ニ
ー
の(
≦
ご
N

[-○00])-竜M二稟

(
≦
∫
〓
[
-
0
0
こ
)
等
の
断
片
を
参
照
｡

｢
支
配
｣
に
関
し
て
は
､
ヨ
き
ム
垂
)
｢
≦
ヂ
】
i
[
∵
崇
]
)
〉
書
こ
0
0
二
昌
∴
[
芸
]
)
∵
書
T
…
二
三
ご
合
[
畠
]
)
}

竜 葛 篭 宅

きJミき
の トJ Jゝ

- ⊂) く.C

-｣ の N

-J

≦

合

[
N
こ
)
-
W
M
.
巴
-
二
白
､
崇

[
ご
N
]
〉
等
の
断
片
を
参
照
｡

≦
∴
諾

[
-
N
]
〉

昌∴

[
冨
]
)
(
｢
自
己
超
克
｣
)
-
き
【
ニ
ー
か

M
已
-
2
r
･
｢
a
u
-
e
r
)

ミ
N
-
e
-
N
S
C
h
e
)
S
2
i
コ
2

P
ト
ニ
O
S
O
P
ト
i
e

P
h
〓
O
S
O
P
h
i
e

(
『
ニ
ー
チ
ェ

矛
盾
の
哲
学
』
)
ご
ー
3
こ
は
､

註
(
2
2
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(
<
眉
N

[
;
0
0
]
〓
｢
向
上
｣
)
を
参
照
｡

d
e
r

G
e
g
e
コ
S
警
N
e

u
コ
d

d
i
e

G
e
g
e
コ
S
警
z
e

s
e
i
⊃
e
r

ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
｢
矛
盾
｣
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
｡

E
エ
}

N
a
-
の
‥
≦
-
u
)
S
･
冨
-

E眉

N
a
､
ご

≦
〉
U
､
S
･
窒
∽

N
a
-
Ⅰ
-
｢
三
態
の
変
化
の
つ
い
て
｣
‥
≦
}
-
-
S
･
N
→

ミ
d
2
r

M
2
コ
S
C
h
､
､
右
.
ご
2
rMes
s
2
n
d
2
(
測
る
者
)
､
､
と
結
び
つ
け
る
ニ
ー
チ
ェ
独
自
の
語
源
的
解
釈
(
『
人
間
的
､
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』

Ⅱ
､
第
2
部
､
第
崇
即
‥
ウ
♪
∽
-
S
.
･
-
諾
を
参
照
)
に
よ
る
｡

Naこ〉

｢
千
一
の
目
標
に
つ
い
て
｣
い
≦
-
-
.
s
･
ご

一
五
九
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孟ぶき

一
六
〇

巴の

(
≦
書
∴
N

[
;
㌣
〓
(
｢
遠
近
法
｣
が
､
｢
地
平
｣
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
｡
)
を
参
照
｡

i
-
-
｢
救
済
に
つ
い
て
｣
‥
≦
､
√
s
･
-
ヨ

｢
創
造
者
｣
は
､
ま
た
､
｢
詩
人
(
D
i
c
h
t
e
こ
｣
､
｢
謎
を
解
く
者
(
R
警
s
e
-
r
a
t
e
こ
｣
､
｢
偶
然
の
救
済
者
(
E
ユ
訝
e
r

d
e
s

N
u
f
a
≡
)
｣
で
も
あ
る
〓
ぶ
∵
書｢救

済
に
つ
い
て
｣
‥
≦
-
√
∽
･
-
諾
)
｡

こ
の
命
題
は
､
N
a
-
｢
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
序
説
｣

第
3
節
(
≦
､
-
∵
ニ
こ

以
降
､
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
｡

N
a
-
｢
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
序
説
｣
第
3
節

N
a
-
｢
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
序
説
｣
第
3
節

｢
贈
与
す
る
徳
に
つ
い
て
｣
第
2
節
‥

｢
背
後
世
界
論
者
に
つ
い
て
｣
‥
≦
､

｢
肉
体
の
軽
侮
者
に
つ
い
て
｣
‥
≦
-

≦ ≦ ≦
ヽ● ヽ●

トー トー■ ト･･▲

∽ ∽

く£ (X〉

を
参
照
｡

S
●

¢か

ー
ー
S
･
麗

-
-
S
･
∽
ひ

｢
大
い
な
る
肉
体
｣
と
し
て
の
｢
理
性
｣
は
､
ま
た
､
表
層
的
な
｢
自
我

〓
c
h
)
｣
の
背
後
に
あ
る
｢
自
己
;
a
s

S
e
-
b
s
こ
｣
で
も
あ
る

芯a-√

｢
肉
体
の
軽
侮
者
に
つ
い
て
｣
‥
≦
.
-
､
S
･
U
ご
･
〉
｡

歪

N
a
こ
ー
｢
肉
体
の
軽
侮
者
に
つ
い
て
｣
…
≦
こ
､
S
･
岩

な
お
､
｢
肉
体
｣
に
よ
る
｢
芸
術
創
造
｣
に
つ
い
て
は
､
前
掲
の
拙
稿
『
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
芸
術
の
｢
形
而
上
学
｣
と
｢
生
理
学
｣
』
の
4

芸
術
の
生
理
学

の
節
を
参
照
｡

密≦∋裏=誼亘巨5≦主裏

｢
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
｣
の
本
質
に
つ
い
て
は
､

N N N N N N N
【b p 江I 江J か n) DJ
■ ヽ● ヽ■

ヽ■ ､● ､● ､■

臼【∃ E∃[∃ ∈ 一 日

｢
幻
影
と
謎
に
つ
い
て
｣
第
2
節
‥
≦
こ
ー

｢
贈
与
す
る
徳
に
つ
い
て
｣
第
2
節
‥

眉

｢
七
つ
の
封
印
｣
第
7
節

∵き

｢
重
力
の
精
に
つ
い
て
｣
第
2
節
‥

｢
重
力
の
精
に
つ
い
て
｣
第
2
節
‥

｢
新
旧
の
表
に
つ
い
て
｣
第
4
節
‥

｢
重
力
の
精
に
つ
い
て
｣
第
2
節
‥

≦ こ≦こ≦:≦J一ヽ● ヽ■ ヽ● ヽ■

∽
トJ l-J トー トー ■

本
論
考
の
1
･
1

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
遊
戯

の
項
を
参
照
｡

S
.
-
¢
0
0

ー
､
S
･
彗

N
0
0
→

S
●
N
合
f
●
を
参
照
｡

S
.
N
A
-

S
.
N
中
ロ

s
.
N
斗
-
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『
悲
劇
の
誕
生
』
の
第
2
節
(
G
･
J

N
言
参
照
｡

一
六
一


