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異
国
・
帰
郷
・
回
想

―
―
　
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
　
―
―
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一
　
問
題
の
所
在

ワ
タ
シ
の
内
部
に
巣
く
う
他
者
性
と
い
う
契
機
は
、
自
分
と
い
う
存
在
へ
の
違
和
感
、
や

り
き
れ
な
さ
の
淵
源
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
苦
悩
か
ら
脱
け
出
そ
う
と
し
て
、
ワ
タ
シ
の

内
部
に
沈
殿
す
る
他
者
性
・
異
質
性
を
消
去
し
、
純
化
さ
れ
た
透
明
な
自
分
を
探
そ
う
と
す

る
試
み
は
、
わ
れ
わ
れ
を
苦
し
み
か
ら
解
き
放
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
や
り
き

れ
な
さ
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
の
は
、
自
己
の
他
者
性
を
否
定
的
に
し
か
捉
え
ず
、
排
他
的
で

自
己
完
結
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ワ
タ
シ
が
ワ
タ
シ
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
固
有
性
を
排
他
的
な
も
の
と
し
て
追
求
す
る

の
で
は
な
く
、他
者
と
の
呼
応
関
係
を
地
道
に
積
み
重
ね
て
い
く
根
気
強
い
過
程
を
通
し
て
、

自
他
の
区
分
を
相
対
化
す
る
「
普
遍
的
」
な
次
元
と
し
て
立
ち
現
れ
る
「
自
己
」
の
位
相
へ

と
遡
源
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
自
他
に
超
越
す
る
「
第
三
者
の
審
級
」

１
と
い
う
〈
聖
な

る
次
元
〉
を
構
築
す
る
作
業
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
仮
説
は
、
単
に
個
人
間
の
次

元
に
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
集
団
や
国
家
レ
ベ
ル
の
問
題
に
も
妥
当
す
る
の
で
は

な
い
か
。〈
パ
レ
ス
チ
ナ
〉
に
お
い
て
端
的
に
顕
在
化
し
て
い
る
よ
う
に
、「
共
同
性
」
を
所

与
の
も
の
と
し
て
前
提
に
で
き
な
い
情
況
に
お
い
て
、
共
同
性
を
新
た
に
形
成
す
る
統
合
原

理
は
、
相
互
に
相
手
の
殲
滅
を
目
指
す
「
暴
力
」
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
い
う
形
態
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
態
で
あ
れ
、
内
と
外
と

の
境
界
を
設
定
し
、
そ
れ
を
味
方
と
敵
へ
と
分
断
し
て
い
く
思
考
、
こ
の
よ
う
な
思
考
様
式

が
不
可
避
的
に
他
者
へ
の
暴
力
性
を
せ
り
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
既
に
わ
れ
わ
れ
の
共
通

認
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
分
法
的
な
思
考
様
式

や
行
動
様
式
か
ら
自
由
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
異
質
な
も
の
を
他
者
と
し
て

排
除
し
、
そ
れ
と
の
対
質
に
よ
っ
て
自
己
の
同
一
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
発
想
か
ら
自
由

に
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
異
質
な
も
の
の
声
に
自
己
を
開
き
続
け
る
こ
と
で
、
同

一
性
へ
の
回
収
を
無
限
に
先
延
ば
し
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
が
無
責
任
＝
無
応
答
へ
と

帰
着
す
る
の
で
は
な
く
、
応
答
可
能
性
の
保
持
と
な
る
よ
う
な
生
の
有
り
様
を
探
ろ
う
と
す

る
こ
と
は
所
詮
は
見
果
て
ぬ
夢
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
原
理
的
に
措
定
し
て
み
よ
う
。
一
方
に
お
け
る
、
存
在
の
不
変
性
、
運
動
・

変
化
の
否
定
。
他
方
に
お
け
る
、
パ
ン
タ
・
レ
イ
、
恒
な
き
生
成
・
変
化
。
存
在
と
生
成
、

同
一
性
と
差
異
性
を
対
置
す
る
二
極
対
立
図
式
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
図
式
を
ど
う

脱
構
築
す
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
存
在
者
と
存
在
と
の
存
在
論

的
差
異
を
も
越
え
て
、
現-

存
在
と
存
在
と
の
対
抗
振
動G

egenschw
ung

と
し
て
の
「
本

質
現
成W

esen
」「
性
起E

reignis

」
の
思
索
へ
と
深
化
し
て
い
く
。
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
の

挫
折
後
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
河
に
関
す
る
詩
作
と
の
対
話
を
深
め
て
い
く
。

こ
の
対
話
は
、
同
一
性
か
差
異
性
か
と
い
う
対
立
図
式
を
乗
り
越
え
、
同
一
性
と
差
異
性
の
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媛
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あ
わ
い
へ
と
遡
源
す
る
試
み
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
差
異
性
な
き
同
一
性
は
硬
直
化
し
て

そ
の
生
命
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
同
一
性
な
き
差
異
性
は
、
バ
ラ
バ
ラ
の
部
分
へ
と

雲
散
霧
消
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
死
の
論
理
か
ら
生
の
論
理
へ
の
転
換
、
そ
れ
が
「
第
一

の
元
初
」
か
ら
「
他
な
る
元
初der

andere
A
nfang

」
へ
の
移
行
が
志
向
す
る
こ
と
で
は

な
い
の
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
人
を
「
詩
作
す
る
と
同
時
に
思
索
す
る
民
族das

V
olk

des

D
ichtens

und
D

enkens

」
（G

A
4,

s.30

）
だ
と
位
置
づ
け
て
、
存
在
の
歴
史

Seinsgeschichte

の
思
索
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
、
ド
イ
ツ
民
族
の
卓
越
性
を
強
調

す
る
。
基
本
的
に
は
晩
年
に
至
る
ま
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
確
信
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

お
け
る
自
民
族
中
心
主
義
、
あ
る
い
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
の
コ
ミ
ッ
ト
と
関
連
づ
け
て
批
判
的

に
論
ぜ
ら
れ
る
２

。
こ
の
小
論
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
種
の
確
信
の
妥
当
性
な
い
し
は

問
題
性
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
四
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
こ
の
対
話
を
同
一
性
と
差
異
性

と
の
相
互
振
動
、
あ
わ
い
へ
の
模
索
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
異
質
性
を
排
除
し
同
質
化

を
極
限
ま
で
推
し
進
め
て
い
く
ナ
チ
ズ
ム
体
制
下
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
的
思
索
を

単
に
外
在
的
に
弾
劾
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
そ
の
弁
護
・
釈
明
を
言
い
募
る
の
で
も
な

い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
的
思
索
と
の
対
話
を
通
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
、
あ
る
い
は
局
地
主
義
的
部
族
主
義
な
ど
多
様
な
装
い
を
こ
ら
し
つ
つ
進
行
す
る
、
わ

れ
わ
れ
の
歴
史
的
境
位
に
お
け
る
同
質
化
と
排
除
の
論
理
を
逆
照
射
す
る
手
が
か
り
を
得
た

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
歌
『
帰
郷
／
つ
な
が
り
あ
る
人
た
ち
に
向
け
て
』

を
考
察
す
る
際
に
、
そ
の
結
び
「
こ
の
よ
う
な
気
配
りSorge

を
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌

い
手
は
心
の
な
か
に
担
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
し
か
し
、
他
の
人
た

ち
は
そ
う
で
は
な
いdie

anderen
nicht

」、
そ
れ
も
と
り
わ
け
「
な
い
」
と
い
う
表
現
に

着
目
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
こ
の
表
現
の
う
ち
に
ド
イ
ツ
民
族
の
特
質

だ
け
で
は
な
く
、
詩
人
と
思
索
者
と
の
関
係
を
も
読
み
取
っ
て
い
る
。
詩
人
の
語
は
、
い
ま

だ
聞
か
れ
た
こ
と
の
な
い
「
聖
な
る
も
の
」、
つ
ま
り
「
神
々
と
人
類
と
の
将
来
の
歴
史
の

本
質
結
構W

esensgefu ..ge

に
対
す
る
元
初
の
決
断
が
な
さ
れ
る
時
空
間
」
を
開
示
す
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
の
な
か
に
保
存
さ
れ
て
い
る
（G

A
4,s.76

）。
従
っ
て
、
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
の
「
語das

W
ort

」
を
贈
ら
れ
た
「
他
の
人
た
ち
」、
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
民
族
は
、

聖
な
る
も
の
を
詩
作
す
る
と
い
う
気
配
り
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
「
な
い
」

が
、
こ
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
語
に
聴
従
す
る
と
い
う
気
配
り
か
ら
解
き
放
た
れ
る
わ
け
で
は

「
な
い
」（G

A
4,s.29

）。
思
索
す
る
者
が
、
帰
郷
す
る
詩
人
の
発
し
た
語
を
回
想
し
、
つ
な

が
り
を
再
開
す
る
過
程
に
お
い
て
、
詩
人
の
語
は
聞
き
分
け
ら
れ
て
い
く
。
歌
い
手
、
発
言

す
る
者der

Sagende

で
あ
る
詩
人
と
傾
聴
す
る
者
、
思
慮
あ
る
者die

Sorgsam
en

と
は
、

こ
の
よ
う
な
相
補
的
な
呼
応
関
係
を
通
し
て
、
聖
な
る
も
の
の
「
開
けdas

O
ffene

」
を
解

き
明
か
す
こ
と
を
そ
の
使
命
と
す
る
。
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
四
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
思
索

者
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
は
、
同
一
性
と
差
異
性
を
め
ぐ
る
問
題
に

対
し
て
い
か
な
る
境
位
を
切
り
開
く
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
こ
の
小
論
の
課
題

で
あ
る
。

二
　
半
神
と
し
て
詩
人
の
使
命

―
詩
人
は
な
ぜ
異
郷
へ
出
航
す
る
の
か
？
―

三
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
詩
作
と
思
索
と
は
相
補
的
な
呼
応
関
係
に
立

つ
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
呼
応
関
係
の
意
味
を
を
問
う
の
に
先
だ
っ
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
詩
作
を
い
か
な
る
営
み
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
明
ら

か
に
し
ょ
う
。

二
―
一
　
半
神
と
し
て
の
流
れ
と
詩
人

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
『
イ
ス
タ
ー
』
は
、
流
れ
と
「
印
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
表
現

壽
　
　
　
卓
　
三
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す
る
。

流
れ
は
、
す
な
わ
ち
言
葉Sprache

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
印
が
要
る
の
だ
、

そ
の
他
の
何
物
に
も
あ
ら
ず
、
単
純
素
朴
に
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
印
は
太
陽
と

月
と
を
ば
、
分
か
ち
難
く
心
に
抱
き

そ
し
て
昼
も
夜
も
わ
た
り
ゆ
き
、
さ
ら
に

天
な
る
も
の
らdie

H
im

m
elischen

が
互
い
に
身
を
暖
か
く
感
じ
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
日
常
的
常
識
の
凡
庸
さ
と
い
う
尺
度
か
ら
解

き
放
ち
、
こ
の
詩
作
の
言
葉
に
わ
れ
わ
れ
の
思
索
を
準
拠
さ
せ
る
（G

A53,s.187

）。
で
は
、

こ
の
詩
作
の
言
葉
を
基
準
と
す
る
と
き
、
こ
の
表
現
は
わ
れ
わ
れ
に
い
か
な
る
境
位
を
開
示

す
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ま
ず
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
流
れ
」
を
、「
さ
す
ら
い
の
場

die
O

rtschaft
der

W
anderschaft

」
で
あ
り
、
か
つ
「
場
の
さ
す
ら
いdie

W
anderschaft

der
O
rtschaft

」(s.39f.)

で
あ
る
と
捉
え
る
。
流
れ
が
「
さ
す
ら
い
の
場
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
流
れ
が
、「
故
郷
を
え
て
住
むH

eim
ischw

erden

」
た
め
の
「
空

き
地Platz

」
と
し
て
の
「
場
所O

rt

」
を
切
り
開
く
だ
け
で
な
く
、
さ
す
ら
い
ゆ
く
流
れ
自

体
が
元
来
そ
の
場
所
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
に
住
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、「
場
の
さ
す
ら
い
」
と
い
う
の
は
、「
故
郷
を
え
て
住
む
」
た
め
の
出
発
点
で
あ
る
と

同
時
に
帰
着
点
で
も
あ
る
場
所
の
本
質
生
成W

esen

は
、
さ
す
ら
う
と
い
う
あ
り
様
、
つ

ま
り
「
流
れ
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
所
は
、「
あ
そ
こ
」
に
も
「
こ

こ
」
に
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
流
れ
が
、
偶
然
に
な
ん
ら
か
の
空
き
地
を
占
有
し
て
は

次
々
に
放
棄
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
以
前
の
場
所
が
以
後
の
場
所

の
な
か
に
保
持
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
以
後
の
場
所
は
既
に
以
前
の
場
所
を
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
あ
そ
こ
と
こ
こ
、
い
や
こ
の
二
つ
の
場
所
の
移
行
さ
え
も
、
至
る
所
流
れ
に
よ
っ

て
名
指
さ
れ
て
い
る
」（s.42

）。
流
れ
そ
の
も
の
が
も
と
も
と
特
定
の
方
向
性
を
内
包
し
て

お
り
、
ま
た
こ
の
流
れ
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
諸
々
の
場
所
も
、
相
互
に
無
関
係
で
は
な

く
、
規
定
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。

流
れ
が
「
言
葉
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、「
一
つ

の
印
が
要
る
」
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
流
れ
は
、
詩
人
で
あ
り
、

人
間
が
そ
の
基
盤
の
上
に
住
ま
う
場
を
建
立
す
る
。「
詩
人
的
な
流
れ
の
精
神d

er

dichterische
Strom

geist

」
が
、
ま
ず
も
っ
て
、
本
質
的
な
意
味
で
場
所
を
開
墾
し
、
歴

史
の
家
の
か
ま
ど
の
た
め
に
土
台
を
準
備
す
る
。
こ
の
基
礎
作
業
に
依
拠
し
つ
つ
、
詩
人
は
、

か
ま
ど
へ
の
帰
属
性
、
つ
ま
り
「
故
郷
に
あ
る
こ
とH

eim
ischsein

」
が
可
能
に
な
る
時
空

間
を
切
り
開
くo ..ffenen

の
で
あ
る
（s.183

）。
だ
と
す
れ
ば
、
流
れ
が
言
葉
と
な
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
「
印
」
と
は
「
詩
人
」
に
他
な
ら
な
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
詩

人
と
は
ど
の
よ
う
な
印
を
持
つ
存
在
な
の
か
。
詩
人
は
、「
一
種
の
人
間eine

ArtM
ensch

」

で
は
あ
る
が
、
単
に
人
間
で
は
な
く
、
神
々
と
の
共
属
性
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
な
が
ら
も
、

神
で
は
な
い
一
つ
の
印
、
つ
ま
り
、
人
間
と
神
々
と
の
間
に
位
置
す
る
「
半
神ein

H
albgott

」
で
あ
る
（s.187

）。
こ
の
半
神
と
い
う
印
を
持
つ
詩
人
の
「
言
葉Sprache

」
は
、

「
表
現A

usdruck

」
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
本
来
的
か
つ
根
源
的
意
味

で
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
語das

W
ort

」
で
あ
る
（s.188

）。
四
二
年
夏
学
期
の
こ
の
『
イ
ス

タ
ー
』
講
義
に
先
だ
っ
て
、
三
四
／
三
五
年
冬
学
期
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
と
『
ラ
イ
ン
』

講
義
に
お
い
て
、「
親
密
性
に
つ
い
て
の
発
言Sagen

von
der

Innigkeit

」
で
あ
る
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
の
詩
作
に
付
託
さ
れ
て
い
る
課
題
、
つ
ま
り
、
流
れ
・
半
神
・
詩
人
の
結
構

G
efu ..ge

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。

流
れ
は
流
れ
で
あ
り
、
半
神
は
半
神
で
あ
り
、
詩
人
は
詩
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
流
れ
と

詩
人
と
は
、
と
も
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
歴
史
的
民
族
の
住
ま
う
と
現
存
在
の
創
立
に

帰
属
す
る
。
原
存
在Seyn

が
歴
史
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
狭
義
の
自
然
と
し
て

現
象
す
る
と
い
う
限
り
で
、
流
れ
と
詩
人
と
は
原
存
在
の
現
成W

esen
des

Seyns

へ
の

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―
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根
源
的
帰
属
性
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
。（G

A39,s.259f.

）

流
れ
と
詩
人
と
が
、
等
し
く
原
存
在
の
現
成
へ
と
根
源
的
に
帰
属
す
る
と
は
ど
う
い
う
事

態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
流
れ
や
詩
人
と
い
う
「
純
粋
に
発

源
し
た
も
のdas

Reinentsprungene

」
は
、
神
々
の
発
源
と
こ
の
発
源
に
由
来
す
る
存
在

者
で
あ
る
歴
史
や
自
然
と
の
「
対
向
性die

W
iderw

endigkeit

」
と
い
う
ほ
と
ん
ど
明
か

し
え
ぬ
奥
義K

aum
-enthu ..llen-du ..rfen

des
G
eheim

nisses

を
詩
作
す
る
。
こ
の
対
向
性

を
「
最
高
の
闘
争
」
へ
と
高
め
、「
最
も
親
密
な
親
密
性die

innigste
Innigkeit

」
を
「
言

い
つ
つ
明
け
開
く
営
みdie

sagende
Ero ..ffnung

」
が
、
流
れ
と
し
て
の
詩
人
の
課
題
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
流
れ
と
し
て
の
詩
人
は
、
神
々
お
よ
び
歴
史
や
自
然
の
起
源
と
し
て
の
原

存
在
自
身
の
「
中
央
」
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
（G

A
39,s.259f.

）。『
イ
ス
タ
ー
』
講
義

に
お
い
て
、
流
れ
は
、
半
神
、
印
で
あ
り
、「
言
葉
の
守
護
神G
enien

der
Sprache

」
と

し
て
、「
天
の
子
」、「
神
々
の
子
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
母
な
る
大
地
の
子
」
で
も
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
（G

A
53,

s.197ff.

）。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
原
存
在
自
身
の
中
央die

M
itte

des
Seyns

selbst

」
と
し
て
の
詩
人
の
本
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

二
―
二
　
「
精
神
は
植
民
地
を
愛
す
る
。」

二
―
二
―
一
　
人
間
の
本
質
現
成
の
条
件
と
し
て
の
離
心
性

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
に
お
い
て
、「
流
れ
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め

る
の
か
。
詩
人
が
、
流
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
の

た
め
の
一
草
案
に
次
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
。「
こ
の
精
神
は
始
めA

nfang

に
は
家
に
い
な

い
の
だ
、
源
泉
に
は
い
な
い
の
だ
。
精
神
を
故
郷
は
消
耗
す
る
。
植
民
地
と
果
敢
の
忘
却
と

を
精
神
は
愛
す
る
」
と
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
こ
に
「
人
間
の
本
質
現
成
の
離
心
性die

Exzentrik
des

M
enschenw

esens

」（G
A52,s.189

）
を
看
取
す
る
。

始
めB

eginn

は
、
故
郷
は
ま
だ
自
己
自
身
の
な
か
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
光
に
よ
っ
て

明
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
自
由
で
あ
り
、
こ
う
し
て
ま
だ
自
己
自
身
へ
と
到
っ
て
い
な
い
。

こ
の
〈
自
己
〉
―
へ
と
―
到
る
と
い
う
こ
とZu->sich<-kom

m
en

は
、
他
な
る
も
の
か

ら
帰
り
来
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
他
な
る
も
の
へ
出
て
い
く
こ
と
は
、
能
力
が
そ
の

為
し
う
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
能
力
が
自
由
な
使
用
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の

へ
と
向
か
う
た
め
の
、
最
初
の
今
は
ま
だ
習
得
さ
れ
て
い
な
い
が
故
の
遠
ざ
か
り

E
ntfernung

で
あ
る
。
故
郷
は
、
故
郷
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
故
に
、

し
か
し
ま
た
、
こ
の
故
郷
の
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
自
己-

自
身
に-

帰
るZu-sich-

selbst-kom
m

en

と
し
て
、
帰-

郷H
eim

-K
om

m
en

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
故
、
そ
の
故
に

故
郷
の
精
神
自
体
は
異
国
の
も
の
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。（s.190

）

「
場
と
さ
す
ら
い
の
統
一die

Einheitvon
O
rtschaftund

W
anderschaft

」
と
は
、
単

に
「
結
合
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
起
源
」
の
統
一
で
あ
り
、
歴
史
の
本
質
を
な
す
。

と
い
う
の
も
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、「
歴
史
」
と
は
、「
人
間
が
故
郷
を
え
て
住
ま
う

H
eim

ischw
erden

des
M

enschen

」
に
い
た
る
「
出
来
事
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
故
郷
を
え
る
の
は
、
異
国die

Frem
de

を
通
り
抜
け
わ
た
り
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
可
能
に
な
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
出
会
う
異
国
の
も
の
は
、
固
有
の
も
の
と
異
な
る

と
い
う
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
、
任
意
の
ど
れ
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。『
存

在
と
時
間
』
に
お
い
て
す
で
に
、
将
来
的
で
あ
り
な
が
ら
も
等
根
源
的
に
既
在
し
つ
つ
存
在

し
、「
み
ず
か
ら
の
時
代
」
に
対
し
て
瞬
視
的
に
存
在
す
る
と
い
う
現
存
在
の
本
来
的
歴
史

性
（SZ,s.385

）
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
主
張
が
、
新
た
な
相
貌
の
も
と
再
浮
上
し
て
く

る
。「
帰
郷
の
由
来H

erkunft
der

H
eim

kehr

」
と
し
て
の
異
国
の
も
の
は
、
故
郷
の
も
の

が
そ
こ
で
本
質
現
成
し
た
元
初
の
も
の
と
し
て
そ
の
固
有
性
を
保
持
す
る
。
ド
イ
ツ
人
の
歴

史
的
人
間
性
に
と
っ
て
記
念
碑
的
な
意
味
を
も
つ
の
が
、「
ギ
リ
シ
ャ
精
神G

riechentum

」

で
あ
る
（G

A
53,

s.67
）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
精
神
が
「
ド
イ
ツ
精
神

壽
　
　
　
卓
　
三
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D
eutschtum

」
と
「
同
様
な
も
の
、
な
い
し
は
同
一
の
も
のdas

G
leiche

oderdas
Selbe

」

だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
精
神

は
、「
古
典
的
」
位
置
価
を
持
つ
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、「
ロ
マ
ン
的
」
な
い
し
は
「
形
而
上

学
的
」
位
置
価
を
持
つ
わ
け
で
も
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
と
い
う
異
国
の
も
の
は
、
帰
依
す
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
本
質
的
対
立
性seine

w
esenhafte

G
egensa ..zlichkeit

」
に
お

い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ギ
リ
シ
ャ
精
神
と
の
結
び
つ
き
は
、

「
よ
り
希
薄lockerer
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
よ
り
親
密inniger

」
に
な
る

と
言
わ
れ
る
（s.67

）。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
質
的
に
対
立
す
る
異
国

の
も
の
を
拒
否
し
た
り
絶
滅
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
異
国
の
も
の
を
経
験
す
る
可
能
性
が
奪

わ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、「
固
有
な
も
の
へ
と
帰
郷
す
る
可
能
性
」
な
ら

び
に
「
固
有
な
も
の
自
体
」
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（s.68

）。
探

し
求
め
て
い
る
固
有
の
も
の
を
洞
察
し
そ
こ
へ
遡
源
す
る
た
め
に
、
人
は
、
そ
の
帰
郷
に
先

立
っ
て
、
旅
人
と
し
て
、
長
き
に
渡
っ
て
、
そ
の
起
源
へ
と
遡
源
す
る
「
旅
の
重
荷
を
肩
に

担
う
」
経
験
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（G

A
4,s.23f.

）。
こ
の
旅
の
成
就
は

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

固
有
な
も
の
に
お
い
て
故
郷
を
え
て
住
ま
う
た
め
の
一
つ
の
条
件
、
つ
ま
り
異
国
へ
の
出

航
は
成
就
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
成
就
が
成
就
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
経
験
し
た
こ
と

（
天
の
火
の
明
る
さ
と
灼
熱
）
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩

人
は
こ
の
経
験
し
た
こ
と
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
固
有
の
も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
の

で
あ
る
。（s.96

）

帰
郷
後
も
、
詩
人
は
、
帰
郷
の
成
就
を
可
能
に
し
た
自
ら
の
由
来
と
し
て
の
異
国
を
忘
れ

去
る
こ
と
は
な
く
、
異
国
を
回
想
し
つ
つ
「
挨
拶
」
を
送
る
。
こ
の
挨
拶
に
は
ま
た
返
礼
が

あ
る
。
こ
の
「
対
話
」
に
お
い
て
、「
真
の
挨
拶
は
挨
拶
を
受
け
る
者
に
彼
の
本
質
の
響
き

を
贈
る
。
真
の
挨
拶
は
、
時
に
は
、
挨
拶
を
受
け
る
者
を
固
有
の
本
性
の
光
の
な
か
で
輝
き

出
さ
せ
る
、
そ
の
結
果
、
そ
の
者
は
、
偽
り
の
自
己
性die

falsche
Selbstigkeit

を
喪
失

す
る
」（s.96

）。
こ
の
よ
う
な
対
話
の
過
程
を
通
し
て
、
偽
り
の
自
己
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

「
自
ら
の
本
性
の
高
貴
さ
」
に
立
ち
至
る
と
き
、
こ
の
挨
拶
を
受
け
た
者
は
、
挨
拶
を
贈
る

者
に
挨
拶
を
返
す
。
帰
郷
し
た
詩
人
が
、
自
ら
の
旅
先
と
し
て
の
異
国
に
対
し
て
返
礼
と
し

て
贈
る
挨
拶
が
、「
回-

想An-denken

」
で
あ
る
。
こ
の
回
想
の
神
秘
に
満
ち
た
厳
し
さ
が
、

挨
拶
を
受
け
た
者
と
挨
拶
を
贈
る
者
と
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
現
成
の
深
みdie

Ferne

ihres
eigenen

W
esens

」
へ
と
「
押
し
戻
し
匿
うzuru ..ckbergen

」（s.97

）
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
顧
慮
」
の
積
極
的
可
能
性
と
し
て
二
様
の
可
能
性
が
示
さ
れ

て
い
た
。
一
つ
は
、
他
人
か
ら
「
気
遣
いSorge

」
を
取
り
除
き
、
用
在
者
を
配
慮
し
つ
つ

他
人
の
身
に
な
っ
て
や
り
、
彼
の
た
め
に
代
役
を
務
め
るeinspringen

あ
り
方
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
他
人
の
た
め
に
彼
の
実
存
的
存
在
可
能
に
つ
い
て
垂
範
し

vorausspringen

し
、
彼
か
ら
「
気
遣
い
」
を
取
り
除
く
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
の
実
存
に
立
ち

向
か
う
よ
う
に
、
気
遣
い
事
に
向
け
て
そ
の
人
を
解
き
放
つ
（SZ,s.122

）
と
い
う
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
個
人
間
の
顧
慮
の
可
能
性
が
、
こ
こ
で

は
民
族
間
の
顧
慮
の
可
能
性
へ
と
転
用
さ
れ
、
垂
範
的
顧
慮
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
け
る

「
挨
拶
」
の
解
釈
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
３

。

二
―
二
―
二
　
「
神
の
不
在
が
助
け
と
な
る
」

「
計
算
的
対
象
化
へ
の
意
志
」
に
そ
の
存
在
を
刺
し
貫
か
れ
て
い
る
が
故
に
、「
歴
史
か

ら
見
捨
て
ら
れ
か
つ
て
一
度
も
歴
史
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
〈
史
学
的
〉
人
間
」

が
支
配
権
を
ふ
る
う
歴
史
的
境
位
に
お
い
て
は
、
歴
史
は
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
人
々
に

は
回
想A

ndenken

の
能
力
が
欠
落
し
て
い
る
（G

A
75,s.36

）。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

歴
史
的
境
位
に
あ
る
人
間
に
何
が
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
課
題
に
直
面
し
て
い

る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
回
答
を
次
の
よ
う
に
読

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―
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み
解
く
。

ま
ず
人
間
は
、
神
の
不
在Fehldes

G
ottes

を
、
純
粋
に
経
験
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ん

ら
か
の
言
い
逃
れ
や
一
時
凌
ぎ
に
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
は
な
ら
ぬ
、
し
か
し
ま
た
神
―
無

き
こ
と
を
、
な
に
が
し
か
の
意
見
や
見
解
に
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に

神
―
無
き
こ
と
に
お
い
て
、
一
つ
の
贈
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
宿
命G

eschick

を
認
識

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
こ
よ
り
し
て
神
々
の
離
去ein

W
eggang

der
G
o ..tter

が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
離
去
は
更
に
、
神
々
と
い

え
ど
も
な
お
現
前
と
不
在
と
の
も
と
に
立
っ
て
お
り
、
神
々
の
上
方
に
本
質
現
成
す
る
原

存
在Seyn

に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
言
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（s.39

）

神
の
不
在
を
「
神
々
の
離
去
」
と
し
て
純
粋
に
経
験
し
、
そ
こ
に
原
存
在
の
一
つ
の
本
質

現
成
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
原
存
在
か
ら
の
贈
与
と
し
て
の
宿
命
を
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
と

い
う
課
題
に
人
間
は
直
面
し
て
い
る
。
人
間
は
す
べ
て
の
存
在
者
の
中
に
あ
っ
て
唯
一
、

「
感
謝
し
つ
つ
開
か
れ
た
も
のdankend

offenen

」
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
が
、
宿
命
と

し
て
自
ら
を
贈
り
届
け
る
存
在
者
な
の
で
あ
る
。
神
の
不
在
を
、
原
存
在
か
ら
の
「
贈
り
物

V
erm

a ..chtnis

」
と
し
て
受
け
取
る
と
き
、
こ
の
贈
り
主
で
あ
る
原
存
在
へ
の
「
感
謝
と
自

ら
を
開
く
回
想
」
が
性
起
す
る
（s.38

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
神
の
不
在
が
、
感
謝

と
回
想
を
性
起
せ
し
め
る
ま
で
に
は
、「
永
き
時
」（s.39

）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

「
歴
史
の
来
た
る
べ
き
時
代
の
詩
人
」（s.42

）
と
し
て
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
唯
一
性
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
詩
人
の
使
命
と
は
何
か
。

詩
人
の
気
配
りdie

Sorge
des

D
ichters

に
当
て
は
ま
る
の
は
、
た
だ
一
つ
の
こ
と
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
、
神
の
喪
失G

ottlosigkeit

と
い
う
仮
象
に
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
神
の
不

在
の
近
く
に
留
ま
り
、
高
い
と
こ
ろ
に
い
る
も
の
を
指
示
す
る
元
初
の
語d

as

anfa ..ngliche
W

ort

が
不
在
の
神
に
対
し
て
近
く
に
い
る
な
か
か
ら
与
え
ら
れ
る
ま
で
、

不
在
に
対
し
て
準
備
を
整
え
な
が
ら
近
く
に
い
る
と
こ
ろ
で
待
ち
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

（G
A4,s.28

）

思
索
者
と
詩
人
が
、
感
謝
し
回
想
す
る
、
つ
ま
り
、
思
索
し
詩
作
す
る
（G

A
75,s.38

）

の
に
対
し
、
思
索
者
で
も
な
け
れ
ば
詩
人
で
も
な
い
そ
の
他
の
人
間
は
い
か
な
る
課
題
に
直

面
す
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
本
来
的
に
来
た
る
も
の
た
る
時
代
と
い
う
も
の
に
関
し
て
、

不
注
意
な
ま
ま
に
留
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
が
か
の
注
意
深
さ
を
学
び
、
そ
こ
よ
り

し
て
、
熟
慮
さ
る
べ
き
も
の
へ
の
根
源
的
回
想
を
学
ぶ
か
否
か
」（s.42

）
と
い
う
課
題
に

直
面
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、「
故
郷
の
息
子
た
ち
」
で
あ
る
た
め
に
は
、「
生
ま
れ
た
国

の
土
地
に
住
み
つ
い
て
い
る
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
。
た
と
え
故
郷
の
土
地
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
対
す
る
故
郷
の
影
響
力
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。

「
故
郷
の
晴
れ
や
か
さdie

H
eitere

der
H
eim

at

」
が
、
依
然
と
し
て
彼
ら
の
生
命
を
育
む

力
を
蓄
え
て
い
る
こ
と
に
眼
差
し
を
向
け
、
詩
人
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
こ
の
固
有
の
故
郷

へ
と
自
分
を
捧
げ
る
者
こ
そ
、「
故
郷
の
息
子
」
で
あ
る
（G

A
4,s.29f.

）。
詩
作
し
―
思
索

す
る
語
り
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
に
遺
贈
さ
れ
た
「
想
念
の
集
積G

eda ..chtnis

」
の
う
ち
に
こ

そ
、「
人
間
本
質
の
最
高
の
使
命
」
が
秘
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
原
存
在
か
ら
人

間
に
割
り
当
て
ら
れ
た
固
有
の
も
の
で
あ
る
（G

A
75,s.42

）。
詩
人
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
秘
蔵
さ
れ
た
も
の
を
聴
き
取
り
、「
語
」
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
こ
と
を
そ
の

使
命
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
詩
人
は
、
故
郷
の
晴
れ
や
か
さ
に
対
し
て
、
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。

「
詩
作
す
る
精
神der

dichtende
G
eist

」
つ
ま
り
、「
魂
を
吹
き
こ
む
者der

B
eseeler

」

は
、「
初
め
はim

B
eginn

」「
自
分
の
家
に
い
な
い
」「
源
泉
の
と
こ
ろ
に
は
い
な
いnicht

an
der

Q
uell

」
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
詠
う
の
だ
が
、
な
ぜ
故
郷
に
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
、「
故
郷
は
精
神
を
消
耗
さ
せ
る
」、
あ

壽
　
　
　
卓
　
三
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る
い
は
、「
精
神
は
植
民
地
と
果
敢
な
る
忘
却
と
を
愛
す
る
」
と
詠
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
い

か
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
故
郷
は
知
的
意
志
と
し
て
の
精
神
に
近
づ
い
て
く

る
が
、
差
し
当
た
り
は
、
必
然
的
に
、
根
源
と
し
て
の
故
郷
は
、「
そ
れ
が
発
源
せ
し
め
た

も
のsein

E
ntsprungenes

」
に
お
い
て
自
ら
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
こ
の
現
れ
の
背
後
に

隠
れ
退
い
て
い
る
。「
最
も
身
近
な
故
郷
の
も
のdas

na ..chste
H
eim

ische

」
は
「
故
郷
の

近
さ
」
を
意
味
し
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
精
神
の
固
有
性
と
し
て
の
「
天
の
火
」
と
、
ド
イ
ツ
精

神
の
固
有
性
と
し
て
の
「
描
写
の
明
晰
さ
」（G

A4,s.87,148

）
は
、
ど
う
出
会
う
の
か
。

故
郷
的
な
も
の
に
向
か
い
、
故
郷
を
欲
し
な
が
ら
、
精
神
は
初
め
は
故
郷
か
ら
突
き
放
さ

れ
、
い
つ
も
無
駄
な
探
求
へ
と
押
し
込
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
直
接
的
に
固
有
な
も
の
に
お

い
て
故
郷
に
在
ろ
う
と
す
る
固
有
の
意
志
に
よ
っ
て
、
精
神
は
た
だ
ち
に
そ
の
本
質
的
な

力
を
消
耗
し
て
し
ま
う
。
故
郷
、
こ
の
閉
ざ
し
た
も
の
自
身
が
、
精
神
を
消
耗
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
故
郷
は
、
詩
作
す
る
精
神
を
食
い
尽
く
す
ぞ
、
と
脅
か
す
。
食
い
尽
く
す
と

は
、
本
質
の
喪
失W

esensverlust

を
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
精
神
は
根
源

を
知
ろ
う
と
す
る
意
志
と
し
て
、
故
郷
に
向
き
を
と
り
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、

こ
の
向
き
を
と
る
こ
と
が
、
故
郷
の
た
め
に
、
精
神
を
閉
ざ
し
て
い
る
故
郷
へ
と
近
づ
け

る
、
故
郷
な
ら
ざ
る
存
在das

U
nheim

ischsein

を
こ
と
さ
ら
に
探
し
求
め
よ
う
と
す
る

意
志
を
精
神
の
な
か
に
覚
醒
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
が
生
ず
る
の
は
、
精
神
が
、
本
質
的
に

故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
を
許
容
す
る
も
の
を
自
ら
の
本
質
意
志
の
な
か
に
受
け
容
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
異
郷
で
あ
り
、
同
時
に
故
郷
に
想
い
を
巡
ら
さ
せ
る
異
郷
で
あ
る
。

（s.92f.

）

故
郷
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
精
神
は
、
故
郷
が
当
初
は
現
れ
の
背
後
に
自
ら
を
隠
す
た
め

に
、
故
郷
へ
の
帰
郷
を
渇
望
し
て
も
、
こ
の
渇
望
を
無
媒
介
に
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
精
神
は
、
一
旦
は
、
故
郷
へ
の
思
慕
を
思
い
切
っ
て
断
ち
切
り
、
自
分
に
と
っ
て

馴
染
み
の
な
い
異
郷
を
さ
す
ら
う
消
耗
な
旅
を
進
ん
で
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
詩
人
は
、

こ
の
よ
う
な
消
耗
な
旅
を
進
ん
で
選
択
し
、
異
郷
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
受
容
す
る
か
ら
こ

そ
、「
詩
人
た
ち
が
詩
作
し
な
が
ら
住
む
」
こ
と
は
、「
人
間
た
ち
が
詩
作
的
に
住
む
こ
と
に

先
立
つ
」（s.91

）
の
で
あ
る
。
詩
人
は
、
開
示
す
る
も
の
と
し
て
人
間
と
神
々
と
の
間
に

い
て
、
人
間
と
神
々
と
の
婚
礼
の
祭
り
で
あ
る
祝
日
を
司
る
。
詩
人
は
、
人
間
と
神
々
と
の

間
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
間
と
神
々
と
を
超
え
て
、
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
神
聖

に
す
る
も
の
」
す
な
わ
ち
、
原
存
在
へ
と
想
い
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
『
回
想
』
が
、
詩
人
た
ち
は
、
原
存
在
、
つ
ま
り
「
留
ま
る
も
の
」
を

創
立stiften

す
る
と
い
う
句
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
詩
人
と
思
索
者
の
協
働
作
業
と
し
て
の
「
世
界
創
立
」

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
は
、
民
族
の
歴
史
的

原
存
在
と
し
て
の
「
祖
国
」
を
詠
っ
て
い
る
。「
こ
の
原
存
在
は
詩
作
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
、

思
索
に
よ
っ
て
接
合
さ
れ
て
知
の
中
に
置
か
れ
、
そ
し
て
国
家
建
設
者
の
行
為
に
お
い
て
大

地
と
歴
史
的
空
間
に
根
づ
か
せ
ら
れ
る
」（G

A39,s.120;cf.s.51,144,173,184

）
の
で
あ
り
、

思
索
者
は
、
詩
人
や
国
家
建
設
者
と
並
ん
で
創
造
者
の
一
員
で
あ
る
４

。
思
索
者
は
、
詩
作

に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
る
「
故
郷
・
祖
国
」
と
い
う
歴
史
的
原
存
在
を
知
へ
と
仕
上
げ
る
こ
と

を
そ
の
課
題
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
帰
郷
／
つ
な
が
り
あ
る
人
た
ち
に

向
け
て
』
は
、「
こ
の
よ
う
な
気
配
りSorge

を
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌
い
手
は
心
の
な

か
に
担
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
だ
が
、
他
の
人
た
ち
は
そ
う
で
は
な

い
」
で
結
ば
れ
て
い
た
。
ま
ず
は
、
詩
人
が
心
の
な
か
に
担
う
「
気
配
り
」
と
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
い
て
い
か
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
、
こ
の
詩
人
と

思
索
者
と
の
呼
応
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

三
―
一
　
芸
術
に
お
け
る
詩
作
の
特
権
的
地
位

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―



ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
芸
術
が
、
歴
史
の
形
成
、
つ
ま
り
、「
真
理
を
作
品
の
中
に

据
え
る
」
営
み
に
お
い
て
、
政
治
や
宗
教
に
対
し
て
優
位
性
を
持
つ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ

ば
、
芸
術
が
歴
史
を
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
が
芸
術
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
５

。

『
芸
術
作
品
の
起
源
』
に
は
、
次
の
主
張
が
あ
る
。

芸
術
は
歴
史
的
で
あ
り
、
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
、
真
理
を
作
品
の
中
で
創
作
し
つ
つ
見

守
る
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
は
詩
作
と
し
て
生
起
す
る
。
詩
作
は
贈
る
こ
と
、
根
拠
づ
け
る

こ
と
、
始
源
と
い
う
三
重
の
意
味
で
創
立Stiftung

で
あ
る
。
芸
術
は
創
立
と
し
て
本
質

的
に
歴
史
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
、
芸
術
が
時
代
の
変
遷
の
中
で
芸
術
以
外
の
多
く
も

の
と
並
ん
で
現
れ
、
同
時
に
変
化
し
消
滅
し
、
推
移
す
る
光
景
を
歴
史
記
述
に
提
示
す
る

と
い
う
、
皮
相
な
意
味
で
の
歴
史
を
芸
術
が
持
つ
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

芸
術
は
、
そ
れ
が
歴
史
を
根
拠
づ
け
るgru ..nden
と
い
う
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
歴
史

な
の
で
あ
る
。（G

A5,s.65

）

芸
術
が
こ
の
よ
う
な
特
権
的
地
位
を
持
つ
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
本
質
を
な
す
詩
作
に

お
い
て
、「
存
在
者
の
明
け
開
きLichtung

お
よ
び
伏
蔵Verbergung

と
し
て
の
真
理
が
生

起
す
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（s.59.

）。「
投
企
し
つ
つ
語
る
こ
とdas

entw
erfende

Sagen

」
と
し
て
の
詩
作
は
、
世
界
と
大
地
、
両
者
が
争
う
活
動
空
間
、

神
々
の
座
、
さ
ら
に
は
存
在
者
の
不
伏
蔵
態
に
つ
い
て
語
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
り
に
お
い

て
、
あ
る
民
族
の
「
世
界
」
は
、
歴
史
的
に
立
ち
現
れ
、
他
方
、「
大
地
」
は
、
閉
鎖
さ
れ

た
も
の
と
し
て
保
守
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
詩
作
は
、
世
界
と
い
う
語
り
う
る
地
平
を
明
け
開

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
地
が
伏
蔵
す
る
語
り
え
な
い
こ
と
を
語
り
え
な
い
こ
と
と
し
て
世
界

に
対
し
て
開
示
す
る
の
で
あ
る
。「
こ
う
し
た
語
り
に
お
い
て
、
あ
る
歴
史
的
な
民
族
に
対

し
て
、
そ
の
本
質
の
諸
把
握
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
民
族
の
世
界
歴
史
へ
の
帰
属
の
諸
把
握
が

予
め
刻
印
さ
れ
る
」（ibid.

）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
『
起
源
』
の
考
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察
は
、
六
〇
年
の
講
演
「
言
語
と
故
郷
」
と
密
接
な
関
連
を
持
つ
こ
と
が
、
全
集
版
『
杣
径
』

に
お
け
る
自
家
用
本
に
基
づ
く
欄
外
注
記
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
（s.1.

）、「
言
語

と
故
郷
」
に
従
っ
て
、
も
う
少
し
、
言
語
、
詩
作
の
持
つ
特
異
な
開
示
性
を
見
て
お
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
言
語
と
デ
ィ
ア
レ
ク
ト
、
方
言
を
区
別
し
、
世
界
言
語
の
持
つ

「
一
律
に
理
解
し
う
る
徹
底
的
な
一
様
性G

leichfo ..rm
igkeit

des
gleichm

a ..
ig

V
ersta ..ndlichen

」
は
、
高
度
に
発
達
し
た
と
自
称
す
る
民
族
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
発
達
途
上
の
民
族
の
生
ま
れ
つ
き
の
特
性
は
否
定
さ
れ
る
と
指
摘

す
る
（s.156.

）。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ィ
ア
レ
ク
ト
の
内
に
は
、
言
語
の
本
質
、
故
郷
が
根
ざ

し
て
お
り
、「
方
言
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
標
準
語
や
洗
練
さ
れ
た
交
際
語
よ
り
も
詩
的

で
あ
る
」（s.170

）
と
さ
れ
る
。
こ
の
発
言
と
関
連
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
な
一

層
謎
め
い
た
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

「
詩
は
言
明Aussage

で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語Sprache

で
あ
る
。」（ibid.

）

「
詩
作
的
に
語
る
こ
と
に
お
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
内
容
を
持
つ
の
で
は
な
く
て
、
形

象G
ebild

で
あ
る
。」（s.172.

）

「
形
象
が
初
め
て
、
所
見G

esicht

を
保
つ
（
即
ち
保
有
す
る
）。
し
か
し
な
が
ら
形
象
は
、

詩G
edicht

﹇
濃
密
化
さ
れ
た
も
の
﹈
の
内
に
安
ら
ぐ
。」（s.180.

）

こ
れ
ら
の
発
言
が
意
味
す
る
の
は
、
詩
作
的
な
語
り
と
は
、
既
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る

現
前
者
に
つ
い
て
の
情
報
や
知
識
を
陳
述
・
報
告
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
語
り

に
お
い
て
初
め
て
、
洞
察
さ
れ
た
こ
と
の
総
体G

esicht

、
す
な
わ
ち
、「
四
根G

eviert

」

が
発
現
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
詩
的
な
語
り
が
初
め
て
、
地
の
上
、
天
の
下
な

る
死
す
べ
き
者
た
ち
を
、
神
的
な
者
た
ち
の
前
に
住
ま
わ
せ
る
。
死
す
べ
き
者
た
ち
の
詩
的

な
語
り
が
初
め
て
、
保
護
と
保
育
、
避
難
所
と
恩
恵
と
を
、
土
地
に
根
ざ
し
た
あ
る
村
落
に

対
し
て
も
た
ら
し
出
す
、
そ
し
て
そ
の
村
落
は
、
住
む
人
間
た
ち
の
こ
の
世
の
途
上
で
の
滞

壽
　
　
　
卓
　
三
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在
地
と
な
り
う
る
」。
従
っ
て
、
言
語
は
、
そ
の
詩
作
的
本
質
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

も
っ
と
も
伏
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
最
も
遠
く
ま
で
達
す
る

も
の
と
し
て
、「
立
ち
明
ら
め
に
よ
っ
て
贈
与
し
つ
つ
故
郷
を
発
現
さ
せ
るdas

insta ..ndig

schenkende
H
ervorbringen

derH
eim

at

」（ibid.

）
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
―
二
　
詩
人
と
思
索
者
と
の
協
働

で
は
、「
こ
の
よ
う
な
気
配
りSorge

を
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌
い
手
は
心
の
な
か
に

担
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
だ
が
、
他
の
人
た
ち
は
そ
う
で
は
な
い
」

と
し
て
、
歌
い
手
・
詩
人
に
対
置
さ
れ
る
「
他
の
人
た
ち
」
と
は
い
か
な
る
人
た
ち
で
あ
り
、

彼
ら
に
は
い
か
な
る
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
「
他
の
人
た
ち
は
そ
う
で
は
な

い
」
の
「
な
い
」
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
の
唐
突
な
「
な
い
」
は
「
他
の
人
た
ち
」
を
た
し
か
に
詩
作
し
な
が
ら
語
る
気
配
り
か

ら
は
解
放
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
『
帰
郷
』
の
な
か
で
「
詩
作
す
る
者
た
ち
が
思
い
、
歌

う
」
こ
と
に
聴
従
す
る
と
い
う
気
配
り
か
ら
は
決
し
て
解
放
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
「
な

い
」
は
、
聴
従
す
る
も
の
に
な
る
と
い
う
、
祖
国
に
い
る
他
の
人
た
ち
「
に
宛
て
た
」
ひ

そ
か
な
呼
び
掛
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
彼
ら
は
故
郷
の
本
性
を
学
び
知
る
。

「
他
の
人
た
ち
」
は
、
ま
ず
、
蓄
え
な
が
ら
近
く
に
い
る
と
い
う
秘
事
に
想
い
を
向
け
る

こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
想
い
を
向
け
る
こ
と
で
、
初
め
て
、
思

慮
の
あ
る
人
た
ち
が
育
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
た
ち
は
蓄
え
ら
れ
、
詩
作
の
言
葉
の
な

か
に
保
た
れ
た
発
掘
さ
れ
た
も
の
を
見
過
ご
し
た
り
は
し
な
い
。
こ
の
思
慮
の
あ
る
人
た

ち
の
な
か
か
ら
、
神
の
な
お
も
続
く
不
在
に
耐
え
抜
く
こ
と
を
自
分
で
改
め
て
学
ぶ
根
気

の
い
る
勇
気
を
持
っ
た
悠
然
と
し
た
人
た
ち
が
生
成
す
る
。
こ
の
思
慮
の
あ
る
悠
然
と
し

た
人
た
ちdie

B
edachtsam

en
und

Langsam
en

こ
そ
、
気
配
り
を
抱
く
人
た
ち
で
あ

る
。
こ
の
人
た
ち
は
、
詩
作
の
な
か
で
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
想
い
を
向
け
る
の
で
、

歌
い
手
の
気
配
り
と
共
に
蓄
え
な
が
ら
近
く
に
い
る
と
い
う
秘
事
に
身
を
向
け
て
い
る
。

同
じ
こ
と
に
一
緒
に
な
っ
て
没
頭
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
気
配
り
を
抱
い
て
聴
く
者
た
ち
が

述
べ
る
者
の
気
配
り
と
つ
な
が
る
の
で
、「
他
の
人
た
ち
」
と
は
詩
人
と
「
つ
な
が
り
の

あ
る
人
た
ち
」
で
あ
る
。（G

A4,s.29

）

思
索
者
の
課
題
は
、「
回
想A

ndenken

」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

「
詩
人
的
対
話das

dichterische
G
espra ..ch

」
を
「
回
想
」
と
し
て
捉
え
る
。
語
ら
い
が
、

「
運
命
の
親
密
性die

Innigkeit
des

Schicksals

」
を
開
示
し
、
こ
の
親
密
性
か
ら
語
り
か

け
ら
れ
言
伝
て
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
詩
人
と
思
索
者
と
は
挨
拶
・
言
伝
て
を
贈
る
者

と
挨
拶
・
言
伝
て
を
受
け
取
る
者
と
い
う
信
頼
関
係
・
友
情
関
係
を
結
び
う
る
の
で
あ
る

（G
A52,s.164

）
６

。

対
話
は
そ
れ
故
、
魂
の
こ
も
っ
た
憶
いdie

seelenvollen
G
edanken

を
単
に
言
明
す
る

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
さ
な
が
ら
そ
れ
が
た
だ
、
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
後
か
ら
付
加
的

に
通
告
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
明
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
考
え
ら
れ
た
も

の
は
、
対
話
に
お
い
て
初
め
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
対
話
は
そ
れ
自
体
、
運
命
に
相

応
し
き
も
の
の
思
索
で
あ
る
。
そ
し
て
対
話
は
追
憶
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

の
思
索
は
一
個
の
『
回
想
』
な
の
で
あ
る
。（G

A52,s.165

）

思
索
者
と
詩
人
と
は
、
か
れ
ら
の
対
話
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
言
明
す
べ
き

こ
と
を
保
持
し
、
そ
れ
を
言
語
化
す
る
こ
と
で
、
対
話
が
成
立
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
両
者
の
区
別
を
相
対
化
し
、
両
者
に
対
し
て
等
し
く
起
源
と
し
て
の
位
置
価
を
有

す
る
〈
間
の
領
域
〉
が
立
ち
現
れ
る
と
き
に
、
両
者
の
語
り
は
、
対
話
と
な
る
の
で
あ
る
。

詩
人
と
思
索
者
は
、
自
我
に
囚
わ
れ
た
偽
り
の
自
己
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
、「
原
存
在
自
身

の
中
央
」（G

A
39,s.260

）
と
い
う
自
ら
の
本
性
の
高
貴
さ
に
立
ち
至
る
と
き
、
自
ら
の
課

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―
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題
で
あ
る
運
命
を
直
視
し
、
そ
れ
に
相
応
し
き
も
の
へ
と
思
い
を
向
け
るA

n-denken

こ
と

が
可
能
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
詩
人
と
思
索
者
と
は
共
に
、
原
存
在
と
現
―
存
在
と
の
対
向

振
動
と
い
う
秘
事
に
協
働
し
て
聴
従
す
る
と
い
う
営
み
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
　
思
索
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
の
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
位

置
価

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
は
、
ま
さ
に
こ
の
詩
人
と
思
索
者
と
の
対
話
に

他
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
若
い
と
き
か
ら
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
よ
る
「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」

の
翻
訳
等
を
通
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
親
し
ん
で
い
た
（Po ..ggeler,s.13

）。
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
重
要
な
対
話
者
だ
っ
た
の
で
あ
る

（s.39

）。
し
か
し
、
三
一
／
三
二
年
冬
学
期
の
プ
ラ
ト
ン
講
義
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』

に
お
い
て
「
偉
大
な
詩
作
と
そ
の
企
投
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ヴ
ェ
リ

ギ
リ
ウ
ス
、
ダ
ン
テ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
ー
テ
で
あ
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
名
前
は
な

い
（G

A
34,s.64

）。
三
三
年
の
学
長
演
説
に
お
い
て
も
、
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
言
及
は
あ
る
が
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
へ
の
言
及
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
将
来
の
詩
作
を
担
う
詩
人
と
し
て

登
場
し
て
く
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
政
治
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
へ
の
最
初
の
拒
否
」

を
表
明
す
る
の
と
同
じ
時
期
な
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
挫
折
を
契
機
に
、
政
治
は
、
国
内

政
治
的
状
況
の
変
容
と
か
、
対
外
政
策
に
関
わ
る
事
柄
で
は
な
く
、
人
間
が
自
ら
の
故
国
で

詩
人
的
に
住
ま
い
、
真
の
革
命
を
遂
行
す
る
か
否
か
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
（Po ..ggeler,s.22

）。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
偉
大

に
し
て
卓
越
し
た
者
と
見
な
す
の
は
、
ク
レ
オ
ン
の
よ
う
な
権
力
者
で
は
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ
、

ゴ
ッ
ホ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
よ
う
な
挫
折
者
で
あ
る
（s.24

）。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
を
、

異
国
へ
の
出
航
の
成
就
、
別
言
す
れ
ば
、
同
一
性
と
差
異
性
と
を
め
ぐ
る
新
た
な
思
索
の
展

開
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
史
的

理
解
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
暴
力
的
解
釈
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
７

。

し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
種
の
批
判
を
予
測
し
つ
つ
、
文
学
史
的
研
究
か
ら
も
、
恣
意

的
解
釈
か
ら
も
距
離
を
と
り
、「
自
ら
歴
史
を
打
ち
建
て
る
詩
人
」
と
「
歴
史
を
基
づ
け
る

思
索
者
」
の
み
が
、
詩
作
の
本
質
な
ら
び
に
既
在
の
思
索
者
の
思
索
の
内
実
を
解
明
し
う
る

と
主
張
す
る
（G

A
52,s.3f.

）。
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
一
見
暴
力
的
に
思
え
る
対
話

を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
か
な
る
歴
史
を
創
立
し
よ
う
と
す
る
の
か
８

。

四
―
一
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
へ
の
諸
批
判

ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
の
問
題
点
に
対
す
る
指
摘
を
見
て
お
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
講
義
に
お
い
て
「
危
機
は
受
容
さ
れ
耐
え
抜
か
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
危
機
の
内
で
救
い
を
も
た
ら
す
も
の
が
生
起
す
る
」
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ト

モ
ス
』
讃
歌
の
詩
句
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
ペ
ー
ゲ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

よ
る
こ
の
詩
句
の
解
釈
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
語
り
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

（Po ..ggeler,s.31

）。
神
の
不
在
と
い
う
乏
し
い
時
代
に
お
い
て
、
神
へ
の
近
さ
と
い
う
究

極
的
意
味
充
実
に
直
接
的
に
到
達
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
は

危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
探
し
て
い
る

も
の
へ
の
関
連
を
媒
介
す
る
形
式
を
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
険
に
立
ち
向
か
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
危
機
の
淵
源
は
す

べ
て
を
水
平
化
し
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
技
術Technik

だ
と
捉
え
、
こ
の
技
術
の
将
来

す
る
危
機
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
脱
出
す
る
た
め
に
は
、
聖
な
る
も
の
と
の
新
た
な
出
会
い
が
不

可
欠
だ
と
考
え
て
い
る
。
ペ
ー
ゲ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
技
術
を
こ
の
よ
う

に
普
遍
的
支
配
力
へ
と
高
め
、技
術
と
芸
術
と
を
対
置
す
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
は
ず
で
あ
る
。

三
〇
年
代
に
お
け
る
ユ
ン
ガ
ー
の
「
労
働
者-

兵
士
」
像
に
対
す
る
強
い
関
心
か
ら
伺
え
る

よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
戦
争
と
平
和
と
の
差
異
を
無
意
味
化
し
、
力
へ
の
意
志
に
由
来

す
る
無
制
限
の
意
味
喪
失
の
組
織
化
を
押
し
進
め
る
総
動
員
体
制
を
、
形
而
上
学
の
完
成
と

捉
え
、
そ
こ
に
時
代
の
危
機
の
真
の
由
来
を
看
取
す
る
（s.31f.

）。
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

壽
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ン
の
詩
作
を
、「
差
し
迫
る
『
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
』
に
対
向
し
て
」（s.39

）
故
郷
を
再
発
見

し
、
こ
の
危
機
か
ら
脱
出
す
る
可
能
性
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
読
み
解
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

試
み
は
、「
現
実
か
ら
遊
離
し
た
夢
想ein

w
irklichkeitfrem

der
Traum

」（s.25

）
だ
と

批
判
さ
れ
る
。

ラ
イ
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
の
内
に
読
み
込
む
反
平
和
主
義
、

「
戦
闘
」
の
政
治
学
は
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
固
有
の
政
治
学
で
あ
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
も
の
で

は
な
い
と
」
主
張
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
特
徴
と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る

（W
right,s.93

）。
一
つ
は
、
詩
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
統
一
性
を
断
片
化
し
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
が
注
意
深
く
保
持
し
て
い
た
詩
作
的
語
と
史
学
的
事
実
と
の
区
別
を
混
同
し
て
い
る
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
詩
作
の
気
分
を
牧
歌
的
な
も
の
か
ら
英
雄
的
な
も
の
へ
と

変
容
さ
せ
て
い
る
と
こ
と
で
あ
る
。
祖
国
の
創
立
と
い
う
こ
と
を
詩
人
の
使
命
と
す
る
こ
と

で
、
詩
人
は
狂
気
と
い
う
犠
牲
を
不
可
避
的
に
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（s.93

）。
第
三

点
目
は
、「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
の
解
釈
に
「
ラ
イ
ン
」
の
解
釈
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
平

和
的
な
ド
イ
ツ
と
い
う
像
を
転
倒
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
（s.93f.
）。
最
後
に
第
四
点
目
と

し
て
、「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
い
う
女
性
の
声
を
「
ラ
イ
ン
」
と
い
う
男
性
の
声
に
変
更

す
る
こ
と
で
、「
尺
度
を
超
え
た
」
戦
士
の
声
と
い
う
「
新
た
な
性
的
同
一
性
」
を
付
与
し

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（s.94

）。

ス
テ
ィ
ー
レ
は
、
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
追
思
索
の
問
題
性
を
次
の
よ
う

に
見
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
芸
術
作
品
が
真
理
を
基
礎
づ
け
歴
史
の
新
た
な
次
元
を
切
り
開

き
う
る
と
い
う
理
念
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
彼
は
歴
史
と
い
う
名
の
下
に
、
ド
イ
ツ
民

族
の
歴
史
を
想
定
し
て
い
た
。
芸
術
作
品
が
、
既
在
の
連
続
性
を
突
破
し
新
た
な
連
続
性
を

創
立
す
る
「
起
源
」
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
「
破
れ
と
そ
れ
故
根
源
的
に

新
た
な
元
初
の
チ
ャ
ン
ス
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

芸
術
に
つ
い
て
の
根
源
的radikal

思
索
は
、
歴
史
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
思
索
へ
、
さ
ら

に
最
終
的
に
は
、
過
激
なradikal

政
治
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
へ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
導
く

こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
運
命
を
ギ
リ
シ
ャ
の
再
生
と
直
結
さ
せ
る
べ
き

だ
と
す
る
予
言
的
な
声
だ
と
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
を
捉
え
る
。
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
詩
作
の
起
源
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
や
哲
学
者
に
と
っ
て
は
近
づ
き
え
な
か
っ
た
思

索
の
近
代
的
経
験
、
と
り
わ
け
ル
ソ
ー
の
経
験
、
つ
ま
り
、
歴
史
に
お
け
る
裂
け
目
や
起
源

へ
の
暴
力
的
回
帰
は
、
起
源
へ
と
導
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
野
蛮
に
至
る
と
い
う
経
験

に
あ
る
（Stierle,s.100,104

）。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
の
独
自
性
と
透
徹
性
を
認
め
な
が
ら

も
、
ス
テ
ィ
ー
レ
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
を
初
期
ギ
リ
シ
ャ

的
思
索
の
直
感
へ
と
遡
源
さ
せ
る
こ
と
で
、
科
学
技
術
「
後
」
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
名
づ
け

ら
れ
る
新
た
な
歴
史
的
時
代
を
夢
想
す
る
と
い
う
「
誤
っ
た
解
釈Fehlinterpretation

」

（s.103

）
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
も
深
い
洞
察
と
最
も
空
想
的
な
誤
解
と
の
混
在
が
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
を
国
家
社
会
主
義
ま
で
導
く
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
（s.98f.

）
９

。

四
―
二
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
の
別
様
の
読
み
に
向
け
て

―
同
一
性
と
差
異
性
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
へ
の
批
判
は
、
多
様

な
相
貌
を
呈
し
な
が
ら
も
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ド
イ
ツ
民
族
と
の
連
続
性
の
強
調
に
よ
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
政
治
学
の
ゆ
が
み
と
い
う
視
点
へ
と
帰
着
し
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
を
別
様
に
理
解
す
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
そ
の
点
を
考

察
し
て
、
こ
の
小
論
の
暫
定
的
結
び
と
し
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
六
四
年
に
出
版
さ
れ
た

「
哲
学
の
終
末
と
思
索
の
課
題
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

真
理
に
つ
い
て
の
自
然
的
概
念
は
、
不
伏
蔵
態
を
意
味
し
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
の

哲
学
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
正
当
に
も
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
既
に
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
ア
レ
ー
テ
ス
と
い
う
語
は
、
伝
達
動
詞
、
つ
ま
り
言

表
に
つ
い
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
言
表
の
的
確
さ
や
信
憑
性
と
い
う
意
味

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―



に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
不
伏
蔵
態
と
い
う
意
味
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
。（SD

,s.77

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
認
識
を
既
に
三
〇
年
代
半
ば
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
の
時
期

に
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。
三
一
／
三
二
冬
学
期
の
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
―
プ
ラ
ト
ン

の
洞
窟
の
比
喩
と
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
―
』
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
人
の
真
理

把
握
に
対
す
る
疑
義
が
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
道
は
、「
真
理
と
い
う
現

象
」
に
的
中
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
現
象
を
「
ロ
ゴ
ス
」
の
方
向
で
解
釈
し
て
い
て
、「
存

在
者
の
不
伏
蔵
態
の
根
元
的
本
質
と
の
連
関
」
に
お
い
て
解
釈
す
る
と
い
う
道
を
「
捉
え
損

ね
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（G

A
34,s.320

）。
こ
れ
に
対
し
、
三
七
／
三
八
冬
学
期
講

義
『
哲
学
の
根
本
的
問
い
―
「
論
理
学
」
精
選
「
諸
問
題
」』
で
は
、「
存
在
者
の
不
伏
蔵
態

を
最
初
に
経
験
し
、
次
い
で
こ
の
経
験
を
根
拠
に
し
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
を
眼
差
し
に
入
れ

つ
つ
、
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
の
可
能
性
と
必
然
性
を
看
取
し
た
こ
と
に
よ
り
、
真
理
を
言
表
の

的
確
さ
と
し
て
も
ま
た
規
定
し
た
の
で
あ
る
」（G

A
45,s.103

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ギ

リ
シ
ャ
お
け
る
最
初
の
元
初
に
お
い
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
＝
不
伏
蔵
態
は
、
存
在
者
の
存
在

者
性
と
し
て
経
験
さ
れ
、
こ
の
経
験
が
原
存
在
へ
と
遡
行
さ
れ
ず
に
、
的
確
さ
、
そ
れ
も
言

表
の
的
確
さ
か
ら
、
主
観
客
観
関
係
と
し
て
の
真
理
へ
と
下
落
し
て
い
っ
た
と
い
う
認
識
が

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
カ
プ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
一
の
元
初
の

位
相
に
お
い
て
は
、「
真
理
の
い
か
な
る
形
式
も
他
の
も
の
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
や
特

権
性
も
保
持
し
え
な
い
」、
つ
ま
り
、「
第
一
義
的
な
時
期
、
存
在
の
特
権
的
な
意
味
な
い
し

は
真
理
」（C

aputo,p.182,cf.p.238,253

）
は
存
在
し
な
い
と
い
う
認
識
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
既
に
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
無
批
判
に
絶
対

化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
に
対
し
批
判
的
な
眼
差
し
も
向
け
て
い
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
認
識
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
ル
ソ
ー
的
近
代
を
、「
存
在
忘
却
」、「
現
存
在
の
存
在
か
ら
の
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棄
却
」
さ
ら
に
は
「
集
立
」
と
い
う
視
点
か
ら
連
続
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
の
連
続
性
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
は
、
ス
テ

ィ
ー
ル
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
け
る
ル
ソ
ー
的
近
代
的
契
機
を
看
過
し

て
い
た
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
四
三
年
の
講
演

「
回
想
」
で
は
、
ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
「
独
自
な
も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
」
た
め
に
、

詩
人
は
「
天
の
火
」
を
特
質
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
と
い
う
「
異
郷
」
へ
の
出
航
を
不
可
避
と
す

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（G

A
4,s.95f.

）。
こ
の
こ
と
は
、
も
っ
と
一
般
的
に
言
う
な

ら
ば
、
現
存
在
の
存
在
は
、
事
物
存
在V

orhandensein

の
形
而
上
学
が
定
位
す
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
よ
っ
て
把
握
し
え
ず
、「
存
在-

可
能Sein-ko ..nnen

」
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う

『
存
在
と
時
間
』
以
来
の
基
本
的
立
場
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
言
え
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
言
う
本
来
性
と
は
、
カ
プ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遊
び
を
硬
直
化
か
ら
守
り
つ
つ
持

続
さ
せ
る
姿
勢
で
あ
り
、
何
の
保
証
も
な
く
薄
氷
の
上
を
歩
く
感
覚
の
持
つ
非
決
定
性
の
う

ち
に
留
ま
る
こ
と
、
つ
ま
り
物
象
化
に
陥
る
こ
と
な
く
、
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
向
振
動

と
い
う
絶
え
ざ
る
運
動
態
の
う
ち
に
留
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
（C

aputo,p.199

）。
パ
ラ

ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
は
、
創
造
的
で
生
産
的
反
復
に
他
な
ら
な
い
（p.219

）。
そ
の
こ
と
を
次

の
表
現
は
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
合
唱
歌
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
流
れ
の
詩
と
は
、
同
一
の
こ
とdas

Selbe

を
詩
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
の
間

に
は
、
詩
人
的
―
歴
史
的
対
話
が
あ
る
。
し
か
し
両
詩
人
が
同
一
の
こ
と
を
詩
作
し
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
、
二
人
は
ま
さ
し
く
同
様
の
も
の
を
詩
作
す
る
の
で
は
な
い
。
何
と
な

れ
ば
同
一
の
こ
と
と
は
、
異
な
る
も
の
に
お
い
て
の
み
真
に
同
一
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
﹇
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
の
中
で
故
郷
を
え
て
住
ま
う
よ
う
に
な
るd

a
s

H
eim

ischw
erden

im
U
n-heim

ischsein

と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
認
識
﹈。
異
な
る

も
の
と
は
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ド
イ
ツ
人
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
歴
史

壽
　
　
　
卓
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的
人
間
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
異
な
る
人
間
性
歴
史
的
差
異
性
の
根
拠
は
、
そ
れ
ら

人
間
性
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
仕
方
で
歴
史
的
で
あ
る
点
に
あ
る
。
即
ち
、
異
な
る
仕
方
に

お
い
て
故
郷
を
え
て
住
ま
う
に
至
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
故
そ
れ
ら
は
そ

の
初
め
に
お
い
てim

B
eginn

異
な
る
仕
方
で
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が

故
郷
に
あ
ら
ざ
る
の
は
唯
一
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
仕
方
に
お
い
て
、
存
在
者
の
真
只
中
に

あ
り
つ
つ
、
存
在
者
に
対
処
し
そ
れ
に
お
い
て
自
ら
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で

あ
る
。（G

A53,s.153
）

こ
の
『
イ
ス
タ
ー
』
講
義
は
、
詩
人
の
課
題
を
、
異
質
な
も
の
相
互
の
「
対
向
性
」
を

「
最
高
の
闘
争
」
へ
と
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
最
も
親
密
な
親
密
性
」
を
切
り
開
く
営
み

と
し
て
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
箇
所
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
精
神
と
ド
イ
ツ
精
神
と
い
う
異
質
な

者
の
出
会
い
が
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
出
会
い
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
と

同
時
に
、
同
一
性
と
差
異
性
を
め
ぐ
る
独
自
な
思
索
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
同
一
性
と
差
異

性
と
は
排
他
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、歴
史
の
性
起
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
故
郷
を
異
に
す
る
二
者
が
遭
遇
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
で
あ
る
固
有
の
起
源
と
い

う
「
同
一
の
こ
と
」
を
探
求
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
起
源
と
い
う
同
一
の
も
の
が
、「
天
の

火
」
と
「
描
写
の
明
確
さ
」
と
い
う
差
異
性
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
固
有
の
歴
史
的
性
起
の
場

O
rtschaft

der
W

anderschaft

の
差
異
性
を
持
つ
こ
と
が
端
的
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
こ
の
位
相
を
異
に
す
る
二
つ
の
場
は
、
相
互
に
無
関
係
な
わ
け
で
は
な
く
、
相

互
に
規
定
し
合
う
関
係
に
も
あ
る
。
異
国
へ
の
出
航
は
、
差
異
と
の
出
会
い
を
通
し
て
む
し

ろ
故
郷
的
な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
さ
す
ら
い
か
ら
の
帰
郷
に
よ

っ
て
、
故
郷
と
の
再
会
を
果
た
し
、
異
国
へ
の
回
想
に
よ
る
故
郷
と
の
関
係
の
修
復
、
脱
構

築
を
通
し
て
固
有
な
も
の
の
自
由
な
使
用
を
習
得
す
る
過
程
は
、一
回
的
な
も
の
で
は
な
く
、

異
国
へ
の
出
航
・
帰
郷
・
回
想
の
絶
え
ざ
る
循
環
構
造
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ

る
。
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注
記ハ

イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
主
な
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
引
用
は
、『
ハ
イ
デ
ガ
ー

全
集
』G
esam

tausgabe

か
ら
の
場
合
は
、G

A

で
示
す
）。
な
お
、
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
基

本
的
に
創
文
社
刊
の
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
文
脈
等
に
応
じ
て
適

宜
変
更
し
て
い
る
。
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SD
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ax
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iem
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G
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H
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D
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H
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G
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H
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G
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H
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G
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Zu
H
o ..lderlin

G
riechenlandreisen

ハ
イ
デ
ガ
ー
以
外
か
ら
の
主
な
参
考
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

G
regory

Fried,
H
eidegger's

Polem
os

From
B
eing

to
Politics,

Yale
U
niversity

Press,2000

John
D
.C

aputo, Radical
H
erm

eutics
Repetition,D

econstruction
and

the

H
erm

eneutic
Project, Indiana

U
niversity

Press,1987

K
arlheinz

Stierle, Ein
Auge

zuw
enig.Erde

und
W

elt
beiH

eidegger,H
o ..lderlin

und
Rousseau, in

"M
artin

H
eidegger

K
unst-Politik-Technik"[M

H
],

H
erausgegeben

von
C
hristoph

Jam
m

e
und

K
arsten

H
arries,W

ilhelm
Fink

Verlag,1992

K
athleen

W
right, H

eidegger
und

die
E
rm

a ..chting
der

D
ichtung

H
o ..lderlins,

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―
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in[M
H
].

O
tto

Po ..ggeler, Einleitung
H
o ..lderlin

H
egelund

H
eidegger

im
am

erikanisch-

deutschen
G
espra ..ch, in

[M
H
]

１
大
澤
真
幸
は
、
直
接
的
に
対
峙
す
る
自
他
に
超
越
し
つ
つ
両
者
に
対
し
て
特
権
性
を
持
つ
第
三
者
の
位
相

を
「
第
三
者
の
審
級
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
大
澤
真
幸
『
意
味
と
他
者
性
』、
勁
草
書
房
、

一
九
九
四
年
、
八
〇
頁
参
照
。

２

Ｍ．

ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
、
一
九
三
〇
年
代
を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
省
察
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ユ
ン
ガ
ー

の
暴
力
的
見
解
と
ギ
リ
シ
ャ
の
議
論
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
に
内
包
さ
れ
る
暴
力
性
の
よ
り
弱
い
主
題
と
の

間
を
揺
れ
動
い
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
傾
向
が
、『
放
下
』
へ
と
結
実
し
、「
生
産
主
義
的

形
而
上
学
の
歴
史
に
お
け
る
最
終
段
階
と
結
合
し
た
支
配
へ
の
熱
望
か
ら
の
解
放
だ
け
が
、
ド
イ
ツ
精
神

G
eist

の
回
復
を
可
能
に
す
る
」（M

ichael
E
.Zim

m
erm

an,
H

eidegger's
C
onfrontation

w
ith

M
odernity

Technology,Politics,and
Art,Indiana

U
niversity

Press,p.126

）
と
い
う
立
場
を
と
る
よ

う
に
な
る
と
述
べ
る
。
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
基
礎
的
存
在
論
に
残
存
し
て
い
た
超
越
論
的
哲
学
か

ら
、「
歴
史
性
」
に
定
位
し
た
存
在
の
思
索
へ
の
〈
転
向
〉
が
生
ず
る
わ
け
だ
が
、「
た
と
え
歴
史
の
そ
の
つ

ど
の
瞬
間
的
性
格
や
根
源
か
ら
の
生
起
を
強
調
し
、
歴
史
の
連
続
性
や
進
歩
的
目
的
論
的
性
格
を
退
け
る
と

し
て
も
、
根
源
の
同
一
性
を
主
張
し
、
西
洋
の
歴
史
を
全
体
と
し
て
『
弁
明
』
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

自
己
の
思
索
の
根
源
性
へ
の
固
執
が
現
れ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
嶺
秀
樹
、『
存
在
と
無
の
は
ざ
ま
で

ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
形
而
上
学
ー
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
一
年
、
二
六
二
〜
二
六
三
頁
）。

３Fried,p.179.

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
媒
介
さ
れ
て
、
大
地
の
精
神
的
堕
落
と
対
決
し
て
、

ド
イ
ツ
民
族
の
歴
史
的
使
命
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
『
形
而
上
学
入
門
』
に
お
い
て
鮮
明
に
表

明
す
る
。
デ
リ
ダ
は
『
精
神
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
学
長
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
精
神
」
に
関
す
る
こ
の
種
の
議
論
は
、
現
存
在
を
意
志
を
持
つ
形
而
上
学
的
行
為
主
体
と
捉
え
る
素
朴
な

理
解
に
後
退
し
て
い
る
と
批
判
す
る
（p.166

）。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ド
は
、「
存
在
の
革
命
」
に
備
え
よ
う
と

す
る
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
精
神
概
念
を
、
自
己
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
、
主
体
的
概
念
へ
の
堕
落

で
は
な
く
、
或
る
民
族
を
、
存
在
と
の
歴
史
的
対
決
の
内
に
状
況
づ
け
る
た
め
の
一
つ
の
様
式
で
あ
る
と
捉

え
て
い
る
（p.167

）。
フ
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
哲
学
へ
の
貢
献
―
性
起
に
つ
い
て
―
』
に

お
い
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
チ
の
民
族
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
共
に
、
同
質
化
、
総
動
員
化
を
推
進

す
る
点
に
お
い
て
類
似
性
を
持
つ
と
い
う
認
識
に
到
達
し
て
い
て
（p.183,

cf.p.229

）、
こ
の
運
動
に
抗
し

て
、
質
的
差
異
を
保
持
し
「
他
者
と
し
て
の
他
者
に
出
会
う
」（p.180

）
可
能
性
を
切
り
開
く
こ
と
が
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
課
題
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
の
こ
の
解
釈
は
、
こ
の
小
論
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
立
場
と

共
通
す
る
認
識
で
あ
る
。

４
ち
な
み
に
、『
哲
学
へ
の
貢
献
―
性
起
に
つ
い
て
―
』
以
後
、
こ
の
三
者
が
列
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
基

本
的
に
は
詩
作
と
思
索
と
の
関
係
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
心
事
と
な
り
、
政
治
家
、
国
家
建
設
者
が
原
存
在
の

解
明
に
重
要
な
役
割
を
担
う
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
小
野
　
真
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
　
詩
と
言
葉
の
詩

作
』、
京
都
大
学
出
版
会
、
三
五
一
頁
参
照
）。
こ
の
こ
と
は
、
後
期
の
放
下G

elassenheit

の
思
想
の
う
ち

に
静
寂
主
義
を
看
取
す
る
小
野
紀
明
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
後
期
へ
の
批
判
（「
政
治
と
は
た
と
え
最
小
限
で

あ
っ
て
も
人
間
の
主
体
的
意
志
の
発
動
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲

学
か
ら
政
治
思
想
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
人
間
に
は
詩
作
と

思
索
に
い
そ
し
む
道
し
か
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。」、
小
野
紀
明
、『
美
と
政
治
　
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
四
一
頁
）
と
連
関
す
る
問
題
だ
が
、
こ
の
小
論
で
は
こ

の
問
題
は
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

５G
abriel

Liiceanu,Zu
H
eideggers

"W
elt"-B

egriff
in

"D
er

U
rsprung

des
K
unstw

erkes",in

"K
unst

und
T
echnik

G
eda ..chtnisschrift

zum
100

G
eburtstag

von
M

artin
H

ieidegger",

hersg.W
alterB

iem
el,Friedrich-W

ilhelm
v.H

errm
ann,Vittorio

K
loster-m

ann,1989,s.214f.

６
能
動
性
に
対
す
る
被
投
性
の
先
行
性
を
説
く
「
根
源
的
な
穴
」
に
関
す
る
古
荘
真
敬
の
次
の
解
釈
は
、
対

話
の
根
源
と
し
て
「
親
密
性
」
を
位
置
づ
け
る
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
と
呼
応
す
る
と
言
え
よ
う
。「『
わ
た
し
た

ち
の
存
在
は
、
対
話
と
し
て
生
じ
る
』
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
た
。
だ
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
生

じ
るgeschehen

』
と
は
、『
生
起
さ
せ
ら
れ
るer-eignet

w
erden

』
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
《
私
た
ち
》
は
、
原
初
の
名
指
し
と
い
う
公
共
的
・
共
同
体
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
存
在
者
と
し
て
の

存
在
者
を
、
し
か
も
そ
の
全
体
に
お
い
て
、
共
同
体
の
言
語
空
間
の
う
ち
に
出
現
せ
し
め
た
、
”

世
界
の
創

設
者

“
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
原
初
的
出
来
事
の
核
心
は
、”
没
・
根
拠A

b-grund

“
つ
ま
り
名
指

し
に
よ
っ
て
は
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
穴
を
根
源
的
に
穿
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
一
切
の
名
指

し
は
、
こ
の
根
源
的
な
穴
に
よ
っ
て
『
生
起
さ
せ
ら
れ
た
』
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

穴
を
積
極
的
に
承
認
し
よ
う
と
す
る
思
惟
の
あ
り
方
の
う
ち
に
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
論
の
極
点
と
も

い
う
べ
き
問
い
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
《
私
た
ち
》
と
い
う
場
そ
れ
自
身
の
被
投
性
へ
の
問
い
で
あ

壽
　
　
　
卓
　
三
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る
。」（
古
荘
真
敬
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
哲
学
─
志
向
性
と
公
共
性
の
連
関
─
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二

年
、
一
七
八
頁
）

７
若
者
と
年
長
者
と
の
対
話
編
「
夕
べ
の
国
の
対
話
」
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
若
者
に
次
の
よ
う
な

発
言
を
さ
せ
て
い
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
、
直
接
且
つ
単
純
と
思
い
誤
っ
て
い
る
聞
き
方
の
邪
魔
に
な
る
解

釈
は
す
べ
て
、
暴
力
的
だ
と
か
わ
ざ
と
ら
し
い
だ
と
か
い
う
具
合
にals

gew
altsam

und
gesucht

感
じ
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
す
ね
。」（G

A75,s.79

）

８
「
根
源
的
（
過
激
な
）
解
釈
学
」
を
説
く
カ
プ
ト
に
よ
れ
ば
、「
脱
構
築
が
な
け
れ
ば
解
釈
学
的
回
復
は
存

在
し
な
い
し
、
回
復
を
目
指
さ
な
い
脱
構
築
は
存
在
し
な
い
」（p.65

）。
解
釈
学
は
、「
復
旧
を
目
指
す
が
故

に
、
暴
力
を
内
包
す
る
。
と
い
う
の
も
、
回
復
の
仕
事
は
、
体
系
的
に
わ
れ
わ
れ
の
視
野
を
曖
昧
に
し
理
解

を
妨
げ
る
事
物
の
表
面
的
で
通
俗
的
な
理
解
を
一
掃
す
る
こ
と
な
し
に
は
進
展
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」（p.65

）

と
指
摘
し
て
い
る
。
問
題
は
、
純
粋
に
解
釈
学
的
な
暴
力
と
単
な
る
恣
意
的
な
暴
力
と
を
い
か
に
区
別
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
解
釈
の
暴
力
性
を
対
自
化
す
る
手
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

９
ア
ン
ネ
マ
リ
ー
・
ゲ
ー
ト
マ
ン
＝
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
も
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。「
ハ
イ
デ
ガ
ー
自

身
、
知
恵
に
よ
っ
て
時
代
を
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
、
偉
大
な
個
人
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の

よ
り
良
い
認
識
の
領
域
で
も
、
行
為
の
領
域
で
も
、
同
じ
よ
う
に
実
り
豊
か
で
有
効
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
錯
誤
に
屈
し
て
い
る
。」（A

nnem
arie

G
ehtm

ann-Siefert,H
eidegger

und
H

o ..rderlin.D
ie

U ..berforderung
des

》D
ichters

in
du ..rftiger

Zeit

《,
in

"H
eidegger

und
die

praktische

Philosophie",hrg.von
Annem

arie
G
ethm

ann-Siefertuud
O
tto

Po ..ggeler,Suhrkam
p,1988,s.207.

ア
ン
ネ
マ
リ
ー
・
ゲ
ー
ト
マ
ン
＝
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
―
『
乏
し
き
時
代
の
詩

人
』
に
対
す
る
過
剰
な
要
求
―
」、
Ａ
・
ゲ
ー
ト
マ
ン
＝
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
／
Ｏ
・
ペ
ー
ゲ
ラ
ー
編
『
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
実
践
哲
学
』
所
収
、
下
村
、
竹
市
、
宮
原
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
五
七
頁
）

異
国
・
帰
郷
・
回
想
―
同
一
性
と
差
異
性
と
の
対
立
図
式
の
彼
方
へ
―
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