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ア
メ
リ
カ
人
の
国
民
性
と
言
え
ば
、
一
般
的
に
陽
気
で
明
る
く
オ

ー
プ
ン
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
か
と
思
い
ま
す
。

で
も
、夫
は
、南
部
人
は
保
守
的
で
本
音
と
建
前
が
あ
っ
て
、そ
の

点
日
本
人
に
近
い
、
と
言
っ
て
ま
し
た
。

私
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
の
が
1
9
8
9
年
（
平
成
元
年
）
で
し
た

が
、そ
れ
か
ら
、間
も
な
く
の
1
9
9
2
年
に
、ル
イ
ジ
ア
ナ
州
バ
ト

ン
ル
ー
ジ
ュ
で
日
本
の
高
校
か
ら
来
た
留
学
生
が
射
殺
さ
れ
る
と
い

う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。覚
え
て
い
る
方
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。彼

は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
に
参
加
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
が
、

家
を
間
違
え
て
違
う
家
の
呼
び
鈴
を
押
し
た
よ
う
で
し
た
。

う
ち
も
そ
う
で
し
た
が
、
あ
の
あ
た
り
の
大
抵
の
家
は
フ
ェ
ン
ス

や
塀
が
な
く
、簡
単
に
玄
関
ま
で
来
れ
ま
す
。一
見
オ
ー
プ
ン
に
見
え

ま
す
が
、
敷
地
内
に
入
る
と
銃
で
ズ
ド
ン
と
撃
た
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
印
象
で
す
。反
対
に
日
本
の
家
は
、高
い
塀
や
生
垣
に
囲
ま

れ
て
、一
見
部
外
者
を
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、一
度
中

に
入
る
と
歓
迎
し
て
、
も
て
な
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

向
こ
う
の
生
活
で
苦
労
し
た
の
は
や
は
り
言
葉
で
す
。

独
身
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
に
1
年
間
住
ん
だ
経
験
が
あ
っ
た
の
で
少

し
甘
く
見
て
い
た
よ
う
で
す
。

ア
メ
リ
カ
南
部
で
の
英
語
は
最
後
の
音
節
が
抜
け
る
と
い
う
か
、

最
後
ま
で
は
っ
き
り
発
音
し
な
い
の
で
す
。

い
わ
ゆ
る
南
部
訛
り
と
い
う
や
つ
で
す
。
だ
か
ら
同
じ
ア
メ
リ
カ

人
で
も
北
部
か
ら
来
た
人
は
半
分
し
か
わ
か
ら
な
い
そ
う
で
す
。
な

の
で
外
国
人
の
私
た
ち
が
わ
か
ら
な
い
の
は
当
然
で
す
。

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
来
た
最
初
の
2
年
間
は
モ
ー
ガ
ン
ト
ン
と

い
う
小
さ
な
町
の
借
家
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
の
大
家
さ
ん
が

何
か
私
に
告
げ
よ
う
と
し
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
何
回
聞
き
直
し
て

も
さ
っ
ぱ
り
わ

か
ら
ず
、な
ん
で

こ
ん
な
に
わ
か

ら
な
い
ん
だ
ろ

う
と
思
い
ま
し

た
。ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
か
ら
越
し
て

き
た
ア
メ
リ
カ
人
一
家
に
い
た
高
校
生
の
息
子
さ
ん
も
現
地
の
高
校

に
転
校
し
ま
し
た
が
、〝
み
ん
な
訛
っ
て
て
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
さ

っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
よ
。〟
と
ぼ
や
い
て
ま
し
た
。

そ
れ
と
比
較
し
て
、
中
西
部
で
話
さ
れ
て
い
る
英
語
が
は
っ
き
り

し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
の
で
も
し
子
供
さ
ん
を
ア
メ
リ
カ
に
留
学
さ
せ
る
こ
と
を
考
え

て
お
ら
れ
る
方
は
、
行
く
地
域
を
選
ば
れ
る
の
を
お
勧
め
し
ま
す
。

(ち
な
み
に
北
部
の
英
語
は
早
い
で
す
。）

ア
メ
リ
カ
南
部
に
暮
ら
し
て
—
②
　
　
　
モ
ス
堀
渕
敬
子 編集部だより★64／西暦という暦は通時的につかうのには便利である。千年紀という大きな区切りはあるもの

のそれは思考の対象というより歴史の区切りに近い。であるから、10 年単位で区切って（1970 年代とか）恣意
的に小分けして時代を認識していくのが現実的である。この西暦 10 年単位の区切りはわかりやすく計測しえる
ものである。一方の元号の場合は、明治以降なら、天皇という個人的な身体が潰えたとき（つまり死亡した時）に
改元されてきたわけで、いつまで続くか何年つづくかわからない。平成天皇（明人天皇）は、自分が生きている
間に改元するという、近世までの改元の手法をすこしだけ復活させたのかもしれない。振り返ってみると、天皇
の生死という身体の事情と元号・改元はかならずしも同一であったわけではなく、人としての天皇の生死そのも
のがが時代（元号）を統覚していたわけではなかった。近世までの改元のキッカケとなる動機と経験則について、
近代以降の日本社会には伝播しているとは言い難い。このたびの平成から令和への改元が、天皇の生死と一線を
画する事由でなされてきたのが、次の改元にも採用されるかどうかはわからない。天皇制というシステムはつね
にその時々の政治勢力との関係性や桎梏の中から少しずつ変容しながら継承されてきたと思われるので、明治・
大正・昭和のように、天皇の死去によって改元されるかもしれないし、平成・令和パターンが定着するかもしれ
ない。天皇制が永く続いているのも、過去の事例を柔軟に活用しつつ、〈いま〉という時代状況とつねにリンクさ
せていく可塑性が主要な属性であるからだろう。／今月の「Mélange」月例会・第一部読書会は哲学者の清眞人
さんにフロイトについて語ってもらった。（大橋愛由等記）
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の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
一
連
の
創
造
行
為
そ
れ
自
体
が
そ
の
対
象
を
「
我
が
も
の
と
す

る
獲
得
(Aneignung)」に
ほ
か
な
ら
な
い
。つ
ま
り
、そ
う
し
た
創
造
行
為
に
よ
っ
て

己
の
内
的
な
美
的
能
力
を
「
発
現
＝
実
現
＝
自
己
確
証
」
す
る
こ
と
は
、
一
方
で
は
己

の
内
な
る
潜
在
的
美
的
能
力
を
現
実
に「
我
が
も
の
と
す
る
獲
得
」で
あ
る
と
同
時
に
、

他
方
で
は
そ
の
対
象
の
美
し
さ
を
「
我
が
も
の
と
す
る
獲
得
」
で
も
あ
り
、
両
者
は
相

互
媒
介
的
・
相
乗
的
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
そ
の
対
象
と
自
分
と
の
あ
い
だ

に
生
じ
た
創
造
的
な
性
格
の
生
命
的
な
応
答
関
係
性
そ
れ
自
体
の
最
高
レ
ベ
ル
で
の

「
自
己
享
受
」
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
活
動
が
も
つ
創
造
性
の
自
由
度
は
「
遊
戯
」
の

も
つ
自
由
度
と
自
己
享
受
度
の
そ
れ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
い
ま
「
我
が
も
の
と
す
る
獲
得
」
と
言
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
い

わ
ゆ
る
「
占
有
」・「
私
的
所
有
」・「
持
つ
」
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。ま
た
そ
れ
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。わ
れ
わ
れ
は
そ
の
対
象
を「
資

本
・
財
産
・
手
段
」
等
々
と
し
て
「
占
有
」
せ
ず
「
私
的
所
有
」
せ
ず
「
持
つ
」
こ
と

な
く
、
し
か
し
そ
の
対
象
が
、
そ
の
対
象
と
私
の
内
的
能
力
と
の
感
動
的
な
応
答
関
係

の
生
起
と
そ
の
自
己
享
受
に
よ
っ
て
、
私
の
潜
在
能
力
の
豊
饒
化
が
起
き
る
と
い
う
内

面
的
な
意
味
で
も
、
ま
た
そ
こ
に
私
の
活
動
・
行
為
の
新
た
な
る
豊
饒
化
が
生
じ
る
と

い
う
外
面
的
な
意
味
で
も
、
私
の
か
け
が
え
の
な
い
愛
す
べ
き
美
し
き
対
象
と
し
て
、

言
い
換
え
れ
ば
私
の
存
在
の
内
実
そ
れ
自
体
の
豊
饒
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、

「
我
が
も
の
と
な
る
」
の
だ
。
く
だ
ん
の
フ
ロ
ム
の
「
在
る
様
式
」
と
い
う
用
語
を
使
え

ば
、
私
は
ま
さ
に
「
在
る
様
式
」
に
お
い
て
私
の
存
在
の
豊
饒
化
を
さ
ら
に
進
め
る
の

で
あ
る
（
参
照
、
本
章
・
最
終
節
で
の
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
に
関
す
る
大
拙
の
指
摘
）。

―
―
 人
間
は
本
質
的
に
互
い
の
存
在
を
そ
の
労
働
活
動
を
中
軸
に
し
な
が
ら
他
の
様
々

な
文
化
活
動
に
お
い
て
も
支
え
あ
い
補
完
し
あ
い
、
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
の
必
要

事
を
、ま
た
生
き
る
喜
び
を
共
同
の
絆
に
よ
っ
て
満
た
し
あ
っ
て
い
る「
共
同
的
存
在
」

な
の
で
あ
る
。だ
が
、こ
の
根
源
的
で
本
質
的
な
共
同
性
が
実
際
の
生
活
の
な
か
で
、諸

個
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に
即
し
て
あ
り
あ
り
と
実
感
さ
れ
、
意
識
化
さ
れ

（
＝
「
対
象
」
化
さ
れ
）、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
の
活
動
の
生
き
た
規
制
・
指

導
原
理
と
し
て
は
た
ら
く
か
ど
う
か
、「
享
受
」
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
実
は
そ
れ
が
問
題

で
あ
る
。
諸
個
人
と
自
然
的
宇
宙
と
の
生
き
た
生
命
感
に
満
ち
満
ち
た
応
答
関
係
性
が

実
際
に
そ
の
労
働
や
他
の
諸
活
動
の
な
か
で
実
感
さ
れ
享
受
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
規

制
・
指
導
原
理
と
な
っ
て
労
働
や
他
の
諸
活
動
が
真
に
諸
個
人
の
「
自
己
発
現
」
と
な

る
べ
き
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
諸
個
人
の
あ
い
だ
で
自
分
た
ち
の
本
質
的
な
共
同
の
絆

が
生
き
た
喜
び
に
満
ち
た
応
答
関
係
と
し
て
実
際
に
発
現
し
享
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
労
働
や
他
の
諸
活
動
に
即
し
て
発
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
言
で
い
う
な
ら
、
人
間
社
会
は
「
私
的
所
有
」
を
原
理
と
す
る
社
会
か
ら
「
共
同
性
」

を
原
理
に
す
る
「
共
産
主
義
社
会
（
共
同
主
義
社
会
）」
に
変
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
先
の
宇
宙
的
自
然
や
創
作
物
と
の
関
係
で
問
わ
れ
た
「
生
命

感
に
溢
れ
た
自
己
発
現
」
が
諸
個
人
に
と
っ
て
可
能
と
な
る
社
会
的
条
件
は
満
た
さ
れ

な
い
。と
同
時
に
、労
働
や
他
の
諸
活
動
を
私
的
所
有
が
強
い
る
疎
外
か
ら
解
放
し
、真

の
生
命
的
な
自
己
発
現
に
変
え
よ
う
と
す
る
前
者
の
熱
望
こ
そ
が
、
た
ん
に
富
の
不
平

等
へ
の
階
級
的
怒
り
だ
け
で
な
く
、
後
者
の
社
会
変
革
を
推
進
す
る
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
源
泉
と
も
な
ろ
う
。
ま
た
そ
う
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
実
に
く
だ

ん
の
二
つ
の
変
革
は
相
乗
関
係
に
あ
る
。
―
―
  

■
初
期
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
（
自
然
的
宇
宙
と
人
類
的
広
が
り
を
も
つ
他
者
と
の
豊
か

な
応
答
を
実
現
す
る
生
の
喜
び
を
私
的
所
有
欲
望
の
充
足
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
資

本
主
義
が
も
た
ら
す
「
生
の
疎
外
」
の
克
服
と
い
う
テ
ー
マ
）
の
再
生
と
、
そ
れ
を
図

る
う
え
で
神
秘
主
義
的
文
化
伝
統
の
再
評
価
が
、
フ
ロ
ム
の
大
き
な
功
績

以
下
、
拙
著
か
ら

◆
大
拙
と
フ
ロ
ム

大
拙
は
「
禅
仏
教
に
関
す
る
講
演
」
の
第
一
講
演
「
東
と
西
」
で
芭
蕉
の
俳
句
と
テ

ニ
ス
ン
の
詩
を
比
較
し
、
大
略
こ
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

―
―
  芭
蕉
が
「
よ
く
見
れ
ば
花
咲
く
垣
根
か
な
」
と
詠
っ
た
時
、
彼
は
「
花
を
引
き
抜

く
こ
と
は
せ
ず
、
ジ
ッ
と
よ
く
見
て
い
る
だ
け
」
で
あ
り
、
そ
う
す
る
だ
け
で
「
自
然

と
一
体
と
な
っ
て
、
自
然
の
鼓
動
を
一
つ
一
つ
自
分
の
血
管
を
通
じ
て
感
得
す
る
」
境

地
に
達
す
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
テ
ニ
ス
ン
は
花
の
美
を
享
受
し
よ
う
と
し
て
、「
花
を

引
き
抜
い
て
」、「
汝
の
根
ぐ
る
み
す
べ
て
を
わ
が
手
の
内
に
ぞ
持
つ
」
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
進
み
、
ま
た
そ
う
や
っ
て
「
根
ぐ
る
み
何
も
か
も
、
一
切
す
べ
て
を
知
り
得
し
時
」

に
到
達
す
る
こ
と
を
望
む
。
彼
の
場
合
は
美
の
享
受
と
物
心
両
面
に
わ
た
る
完
璧
な
る

所
有
（「
根
ぐ
る
み
」
か
つ
「
一
切
す
べ
て
を
知
り
」
―
―
  清
）
と
が
一
体
と
な
っ
て
お

り
、
後
者
な
く
し
て
前
者
は
な
い
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
。
大
拙
い
わ
く
、「
芭
蕉
の
行

為
は
た
だ
《
よ
く
み
る
》
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
行
動
的
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
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フ
ロ
ム
に
つ
い
て
の
お
し
ゃ
べ
り
の
要
旨

清�
�
�

眞
人

▼
Ⅰ
は
じ
め
に

フ
ロ
ム
か
ら
の
触
発
す
る
言
葉
（
実
存
的
精
神
分
析
の
視
点
）
　
昨
今
の
諸
事
件
を

思
い
浮
か
べ
な
が
ら

「
真
実
を
言
え
ば
、す
べ
て
の
人
間
の
情
熱
は
、<良
き
>も
の
も
<悪
し
き
>も
の
も
と

も
に
、
あ
る
人
間
が
彼
の
人
生
の
意、
味、
を
悟
り
、
平
凡
な
た
だ
生
命
を
維
持
す
る
だ
け

の
生
活
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
の
み
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
彼
が
生
命

を
増
進
す
る
情
熱
を
動
員
し
て
、
今
ま
で
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
活
力
と
統
合
の
感
覚
を
体

験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の
意
味
を
知
る
新
し
い
方
向
に
<改
宗
す
る
>こ
と
が
で

き
る
場
合
に
の
み
、
変
化
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
変
化
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
彼
を
飼

い
馴
ら
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
彼
を
い
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
生
命
を
増
進

す
る
情
熱
は
、
破、
壊、
性、
や、
残、
酷、
性、
よ
り
大
き
な
力
、
喜
び
、
統
合
、
活
力
の
感
覚
へ
導

く
も
の
で
は
あ
る
が
、
後、
者、
も、
ま、
た、
前、
者、
と、
同、
様、
に、
人、
間、
存、
在、
の、
問、
題、
に、
対、
す、
る、
解、
答、

で、
あ、
る、
。
最、
も、
サ、
デ、
ィ、
ス、
テ、
ィ、
ッ、
ク、
で、
破、
壊、
的、
な、
者、
で、
さ、
え、
人、
間、
で、
あ、
る、
。
聖
者
と
同

じ
よ
う
に
人
間
で
あ
る
。
彼
は
人、
間、
と、
し、
て、
生、
ま、
れ、
た、
こ、
と、
の、
挑、
戦、
に
対
す
る
よ
り
よ

い
解
答
を
達
成
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
ひ
ず
ん
だ
病
め
る
人
間
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
救
済
を
も
と
め
て
ま
ち
が
っ
た
道
を
採
っ
た
人
間
と
呼
び
う

る
、
と
い
う
こ
と
も
真
実
な
の
で
あ
る
」〈
１
〉（
傍
点
、
清
）

▼
Ⅱ
現
代
文
明
・
現
代
人
の
病
を
読
み
解
く
フ
ロ
ム
の
視
点

—
—
マ
ル
ク
ス
＋
神
秘
主
義

■
現
代
文
明
・
現
代
人
の
病
の
核
心
—
—
関
係
性
の
病
と
い
う
視
点

自
然
・
他
人
・
自
己
自
身
に
対
す
る
豊
で
自
由
闊
達
な
生
命
感
溢
れ
る
応
答
責
任

能
力
が
萎
縮
し
衰
弱
し
、
代
わ
り
に
そ
の
三
者
を
「
私
有
財
産
」
と
し
て
所
有
し
な
い

で
は
気
が
済
ま
な
い
、
私
的
所
有
欲
望
の
貪
欲
化
が
起
き
、
そ
の
結
果
、
諸
事
物
や
諸

個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
独
自
価
値
に
対
す
る
感
受
性
が
磨
り
減
り
、「
市
場
的

価
値
」
に
振
り
回
さ
れ
る
だ
け
の
競
争
関
係
が
異
常
発
達
し
、
一
方
で
は
皮
相
な
集
団

同
調
主
義
が
、
他
方
で
は
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
怨
恨
感
情
が
人
々
の
生
活
意
識
の
深

層
を
蝕
み
つ
つ
あ
る
。

◆
　
以
下
は
マ
ル
ク
ス
の『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』か
ら
の
引
用
と
解
説（
拙
著
か
ら
）

引
用「

私
的
所
有
は
我
々
を
非
常
に
愚
か
で
一
面
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

あ
る
対
象
が
我、
々、
の、
対
象
で
あ
る
の
は
、
我
々
が
そ
れ
を
持
つ
と
き
に
は
じ
め
て

そ
う
な
の
で
あ
る
、
…
〔
略
〕
…
か
く
し
て
す、
べ、
て、
の、
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
な

感
覚
(Sinn）
の
か
わ
り
に
、
こ
れ
ら
す、
べ、
て、
の、
感
覚
の
純
然
た
る
疎
外
（
Ent-

frem
dung）
で
あ
る
、
持、
つ、
感
覚
が
現
れ
た
。
人
間
は
彼
の
す
べ
て
の
内
的
な
富

を
己
の
外
へ
生
み
だ
し
得
る
た
め
に
は
、
こ
の
絶
対
的
な
貧
困
へ
還
元
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
」（
傍
点
、
マ
ル
ク
ス
）〈
２
〉。

「
私
的
所
有
の
積
極
的
止
揚
は
、す
な
わ
ち
、人
間
的
な
本
質
と
生
活
、対
象
的
人

間
、
人
間
的
制、
作、
物、
を
人
間
に
と
っ
て
か
つ
人
間
に
よ
っ
て
感、
性、
的、
に、
我
が
も
の

と
す
る
獲
得
(Aneignung)は
、た
ん
に
直、
接、
的、
、一
面
的
な
享、
楽、
の
意
味
、た
ん

に
占、
有、
の
意
味
、
持
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人

間
は
彼
の
な
本
質
を
、
あ
る
全
体
的
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
あ
る
全
体
的
な
人
間
と

し
て
、
我
が
も
の
と
す
る
。
世
界
に
対
す
る
彼
の
人
間
的
な
諸
関
係
の
各
々
、
す

な
わ
ち
、
見
る
、
聞
く
、
嗅
ぐ
、
味
わ
う
、
触
感
す
る
、
思
考
す
る
、
直
観
す
る
、

感
覚
す
る
、
意
欲
す
る
、
活
動
す
る
、
愛
す
る
こ
と
、
要
す
る
に
彼
の
個
性
の
す

べ
て
の
器
官
は
、
直
接
に
そ
の
形
態
に
お
い
て
共
同
的
器
官
と
し
て
存
在
す
る
器

官
と
同
様
に
、
そ
れ
の
対
象
的
ふ
る
ま
い
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
対
象
に
た
い
す

る
ふ
る
ま
い
に
お
い
て
、
対
象
を
我
が
も
の
と
す
る
獲
得
で
あ
る
。
人、
間、
的、
現、
実、

を
我
が
も
の
と
す
る
獲
得
、
対
象
に
た
い
す
る
そ
れ
ら
の
器
官
の
ふ
る
ま
い
は
、

人、
間、
的、
現、
実、
性、
の、
実、
を、
示、
す、
こ、
と、
（
Bestätigung）で
あ
り
、（
し
た
が
っ
て
そ
れ

は
、
人
間
的
な
本
質
諸
規
定
と
諸
活
動
と
が
多
種
多
様
で
あ
る
の
と
同
じ
く
多
種

多
様
で
あ
る
）
人
間
的
活、
動、
（
W
irksam
keit）
と
人
間
的
受、
動、
（
Leiden）
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
受
動
は
人
間
的
に
解
す
る
な
ら
、
人
間
の
自
己
享
受
(Selb-

stgenießen)で
あ
る
か
ら
だ
」。（
傍
点
、
マ
ル
ク
ス
）〈
３
〉

（
解
説
）

―
―
  世
界
の
諸
対
象
と
人
間
と
が
、
あ
る
い
は
諸
創
作
物
と
人
間
と
が
、
た
と
え
ば
芸

術
的
審
美
的
関
係
を
結
ん
だ
場
合
は
、
人
間
は
そ
の
対
象
の
美
的
価
値
か
ら
痛
い
ほ
ど

強
く
刺
激
さ
れ
感
動
し
そ
そ
ら
れ
て
（「
受
動
」）、
己
の
う
ち
な
る
美
的
能
力
（
ス
ピ
ノ

ザ
的
potency）
を
発
揮
し
、
そ
の
感
動
か
ら
何
ら
か
の
芸
術
作
品
を
、
そ
こ
ま
で
行

か
ず
と
も
何
ら
か
の
芸
術
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
（
拍
手
喝
采
は
も
と
よ
り
）
を
創
造
す
る

で
あ
ろ
う
。
否
、
感
動
す
る
こ
と
（
受
動
）
そ
の
も
の
が
既
に
創
造
へ
の
昂
揚
・
衝
迫

で
あ
り
、
己
の
美
的
・
芸
術
的
能
力
の
「
自
己
享
受
」
＝
自
己
発
揮
な
わ
け
だ
が
、
そ
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《
無
神
論
的
「
宗
教
性
」》
と
い
う
視
点
の
魅
力
　
―
―
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
言

葉
に
も
か
か
わ
る
し
、
人
類
の
破
滅
と
い
う
21
世
紀
の
時
代
感
情
に
も
か
か
わ
る

『
正
気
の
社
会
』
に
い
わ
く
、「
原
始
的
宗
教
だ
ろ
う
と
、
有
神
論
的
宗
教
あ
る
い
は
無

神
論
的
宗
教
だ
ろ
う
と
、
ど
れ
も
、
人
間
の
実
存
の
問
題
に
た
い
し
て
解
答
を
与
え
よ

う
と
し
て
い
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
も
っ
と
も
野
蛮
な
文
化
も
最
高
の
文
化
と
同
じ

機
能
を
も
っ
て
い
る
。
…
〔
略
〕
…
こ
の
意
味
で
、
も
し
宗
教
と
は
人
間
存
在
の
問
題

に
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
だ
と
し
た
ら
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
宗
教
的
で

あ
り
、あ
ら
ゆ
る
神
経
症
は
私
的
な
形
の
宗
教
で
あ
る
」。「
サ
デ
ィ
ズ
ム
は
…〔
略
〕…

精
神
的
不
具
者
の
宗
教
で
あ
る
」。〈
８
〉

『
人
生
と
愛
』に
い
わ
く
。「〈
宗
教
的
〉と
言
っ
て
も
、神
を
信
じ
る
と
い
う
意
味
に
理

解
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
で
は
仏
教
も
宗
教
的
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
仏
教
に
神
は
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
姿
勢
と
い
う
意
味
で
宗
教
的

(religiös im
 Sinn einer H
altung)な
の
で
す
。
人
間
が
自
分
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や

エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
内
的
孤
立
を
超
越
し
て
心
を
開
く
こ
と
、
そ
し
て
―
―
マ
イ
ス
タ
ー
・

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
な
ら
そ
う
言
う
で
し
ょ
う
が
―
―
自
分
が
満
た
さ
れ
る
た
め
に
、
十
全

な
受
容
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
十
全
な
存
在
と
な
る
た
め
に
、
自、
分、
を、
ま、
っ、
た、
く、
空、

に、
す、
る、
こ、
と、
（
sich ganz leer m
acht, um
 ganz voll zu w
erden,um
 ganz

aufnehm
en zu können,um
 ganz zu sein）、
そ
れ
が
す
べ
て
の
問
題
で
あ
る
よ

う
な
姿
勢
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
表
現
こ
そ
違
い
ま
す
が
、
マ、
ル、
ク、
ス、
に、
お、
け、
る、

決、
定、
的、
根、
底、
で
す
(Das ist bei M
arx,in anderen W
orten,die entsheidende

Grundlage)」（
傍
点
、
清
。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
神
」
と
は
「
創
造
主
的
人
格
神
」
と
し
て
表
象
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
「
神
」
で
あ
る
。）。〈
９
〉

Ⅲ

フ
ロ
ム
か
ら
引
き
だ
せ
る「
20
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
の
挫
折

と
21
世
紀
社
会
主
義
の
行
方
と
可
能
性
」
と
い
う
テ
ー
マ

●
20
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
は
マ
ル
ク
ス
の
中
の
疎
外
論
的
テ
ー
マ
を
投
げ
捨
て
、
生

産
手
段
の
「
社
会
的
所
有
」
を
生
産
手
段
の
「
国
家
的
所
有
」
に
歪
曲
し
、「
平
等
」
を

前
口
上
に
実
質
的
に
資
本
主
義
の
「
所
有
と
消
費
」
の
生
命
観
に
追
随
し
、
結
局
、「
社

会
主
義
」
と
い
う
仮
面
を
つ
け
た
、
し
か
も
独
裁
主
義
的
「
国
家
資
本
主
義
」
を
生
み

だ
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
と
い
う
存
在

が
も
つ
心
理
学
的
特
性
、
す
な
わ
ち
人
間
と
は
容
易
に
非
合
理
的
な
「
情
熱
・
激
情
・

渇
望
」
に
取
り
憑
か
れ
る
と
い
う
問
題
性
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
点
の
洞
察
に
お
い
て

著
し
く
欠
け
る
点
が
あ
っ
た
。
彼
は
、「
人
間
に
自
由
を
恐
れ
さ
せ
、
権
力
欲
と
破
壊
欲

を
生
み
だ
す
よ
う
な
人
間
の
内
部
に
あ
る
非
合
理
的
な
力
」を
認
識
せ
ず
、「
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
人
間
は
生
来
善
で
あ
る
と
い
う
黙
示
文
学
的
な
仮
定
が
、
人
間
に
か
ん
す
る
彼

の
概
念
の
基
礎
を
な
す
」
こ
と
で
、
次
の
点
へ
の
警
戒
的
認
識
を
致
命
的
に
欠
く
こ
と

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
革
命
が
引
き
起
こ
す
旧
社
会
か
ら
新
社
会
へ
の
移
行
期
と
は

実
は
い
つ
何
時
人
間
に
潜
勢
す
る
破
壊
的
衝
動
が
爆
発
点
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
危
機
の
時
期
で
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
を
。

拙
論
か
ら
（「『
二
十
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
の
挫
折
』」
問
題
と
社
会
主
義
思
想
の
再
生
可
能
性
」
雑

誌
「
季
論
２
１
」
2018
年
秋
号
掲
載
）

こ
こ
で
私
は
作
家
高
橋
和
巳
の
観
察
を
引
き
合
い
に
出
し
た
く
な
る
。
彼
の
『
悲
の

器
』の
な
か
に
主
人
公
の
正
木
典
膳
が
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
場
面
が
あ
る
。―
―「
成

功
し
な
か
っ
た
と
き
、
払
っ
た
犠
牲
の
大
き
さ
が
、
と
り
も
ど
せ
な
い
人
生
の
一
回
性

の
重
み
を
加
え
て
眼
前
に
拡
大
さ
れ
、
そ
の
人
を
怨
嗟
的
人
間
に
す
る
。
多
く
の
失
敗

者
が
憎
悪
の
か
た
ま
り
に
な
っ
て
い
っ
た
の
を
私
は
み
て
い
る
。
不
幸
に
し
て
、
私
は

と
き
お
り
、
事
あ
っ
て
職
業
革
命
家
を
志
す
諸
君
に
あ
う
と
き
、
そ
の
人
々
の
三
人
の

う
ち
二
人
に
は
、
そ
の
瞳
の
う
ち
に
す
で
に
失
敗
者
・
落
伍
者
の
乳
濁
の
色
の
あ
る
の

を
み
せ
つ
け
ら
れ
る
。
…
〔
略
〕
…
そ
う
い
う
人
々
が
醜
い
権
力
欲
に
と
り
つ
か
れ
て

人
を
お
と
し
め
よ
う
と
す
る
の
だ
」。（
な
お
彼
の
『
日
本
の
悪
霊
』
は
か
か
る
テ
ー
マ

を
正
面
に
据
え
た
も
の
で
あ
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
く
だ
ん
の
「
七
十
年
安
保
世
代
」
の

経
験
し
た
粛
清
主
義
的
暴
力
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
、
そ
の
一
対
性
に
対
す
る
一
つ

の
予
言
的
作
品
と
な
っ
て
い
る
）。

「
前
衛
者
意
識
」
は
そ
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
影
に
実
は
「
怨
恨
的
復
讐
心
」
の
疼
き
を
潜

め
て
い
る
場
合
が
多
々
あ
り
、
こ
の
復
讐
心
は
己
に
「
前
衛
者
」
と
し
て
の
倫
理
的
優

越
心
を
与
え
る
こ
と
で
実
は
周
囲
か
ら
「
敗
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
れ
ま

で
の
自
分
の
屈
辱
を
無
化
し
補
償
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
か
か
る
前
衛
者
を
し
て
「
権
力
へ
の
意
志
」
が
放
つ
自
己
快
感
に
の
め
り
込
ま
せ
る

こ
と
に
な
る
。《
前
衛
者
意
識
-怨
恨
的
復
讐
心
-権
力
欲
望
》、こ
の
三
者
の
暗
き
・
問
題

系
の
孕
む
補
償
調
達
構
造
は
二
十
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
の
悲
劇
的
挫
折
に
ま
と
わ
り

つ
い
て
い
た
実
に
重
大
な
る
精
神
的
疾
患
で
は
な
か
っ
た
か
？
　
「
社
会
」
精
神
の
最

大
限
の
開
花
―
―
つ
ま
り
民
衆
自
身
が
如
何
に
豊
か
な
人
間
的
交
感
と
共
同
の
精
神

に
支
え
ら
れ
た
自
治
精
神
を
社
会
生
活
の
様
々
な
レ
ベ
ル
で
我
が
も
の
と
し
、
遂
に
は

社
会
全
体
が
こ
の
共
同
精
神
を
基
調
と
す
る
社
会
と
な
る
と
い
う
テ
ー
マ
―
―
を
目

指
し
た
は
ず
の
運
動
が
、
そ
の
意
味
で
深
い
平
等
精
神
に
支
え
ら
れ
た
民
主
主
義
の
徹

底
開
花
こ
そ
が
社
会
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
に
掉
さ
し
て
い
た
は
ず
の

そ
の
牽
引
者
た
ち
が
、
な
ぜ
、
そ
の
真
逆
の
惨
憺
た
る
「
国
家
」
主
義
の
先
導
者
へ
と

変
質
し
、
信
じ
が
た
い
粛
清
の
嵐
の
な
か
に
民
衆
を
引
き
ず
り
込
む
元
凶
者
と
な
り
、

そ
の
結
果
自
己
崩
壊
す
る
に
至
っ
た
の
か
？
　
こ
の
問
題
を
深
く
問
わ
ず
し
て
、
21
世
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く
逆
で
、
こ
の
点
テ
ニ
ス
ン
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
」。〈
４
〉

な
お
付
言
す
れ
ば
、
右
の
講
演
で
大
拙
は
テ
ニ
ス
ン
を
マ
ル
ク
ス
の
お
こ
な
っ
た

「
私
的
所
有
」
批
判
の
意
味
で
批
評
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
東
洋
の
心
理
と
西
洋

の
心
理
」
と
の
根
本
的
な
性
格
の
相
違
を
象
徴
す
る
詩
人
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。

こ
の
彼
の
問
題
提
起
自
体
大
変
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス

の
く
だ
ん
の
資
本
主
義
批
判
、「
私
的
所
有
」批
判
の
問
題
文
脈
に
還
元
し
得
な
い
要
素

を
孕
む
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
右
の
問
題
は
、
フ
ロ
ム
が
『
生
き
る
と
い
う

こ
と
』
の
な
か
で
提
起
し
た
「
在
る
様
式
」
と
「
持
つ
様
式
」
と
の
区
別
と
葛
藤
と
い

う
問
題
を
人
間
種
の
本
質
に
根
ざ
す
実
存
的
次
元
に
ま
で
掘
り
下
げ
た
場
合
に
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
性
格
の
問
題
で
は
な

く
て
存
在
論
的
性
格
の
問
題
、
実
存
的
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
点
は
棚
上
げ
し
て
、
右
の
問
題
提
起
を
、
い
わ
ば

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
次
元
あ
る
い
は
比
喩
的
思
考
の
次
元
で
、
く
だ
ん
の
『
経

済
・
哲
学
手
稿
』で
テ
ー
マ
と
な
っ
た「
我
が
も
の
と
す
る
獲
得
(Aneignung)」と
い

う
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
問
題
設
定
す
る
か
と
い
う
議
論
に
役
立
て
て
み
た
い
。
と
い

う
の
も
、フ
ロ
ム
自
身
が
そ
う
い
う
役
立
て
方
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。ま
さ
に「
マ

ル
ク
ス
に
お
け
る
決
定
的
根
柢
」
を
読
み
抜
く
た
め
に
は
禅
仏
教
の
助
け
が
い
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
読
み
方
を
彼
は
提
唱
す
る
の
だ
か
ら
。

そ
こ
か
ら
出
て
来
る
観
点
が
、本
章
で
縷
々
述
べ
て
き
た
問
題
、く
り
か
え
せ
ば「
我

が
も
の
と
す
る
と
い
う
関
係
性
」
を
、
ひ
た
す
ら
に
「
所
有
」
に
よ
る
「
支
配
」
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
で
発
想
す
る
か
、そ
れ
と
も「
承
認
」（
＝
相
手
を
し
て
相
手
た
ら
し
め
る
、

相
手
へ
の
深
き
尊
重
と
理
解
）
と
「
共
感
」
に
基
づ
く
「
応
答
関
係
性
」
の
相
互
享
受

と
し
て
発
想
す
る
の
か
、
ど
ち
ら
の
発
想
に
立
つ
の
か
と
い
う
問
題
を
立
て
た
う
え

で
、こ
の
対
立
が
資
本
主
義
の
下
で
は
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
、つ
ま
り
如
何
に「
私

的
所
有
」
に
よ
る
「
支
配
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
一
方
の
契
機
が
ひ
た
す
ら
に
肥

大
化
し
過
剰
化
し
、
他
方
の
「
応
答
関
係
能
力
」
の
契
機
が
極
端
に
圧
迫
さ
れ
、
対
立

は
如
何
に
極
端
な
跛
行
的
展
開
を
示
す
か
、
こ
の
こ
と
を
抉
り
出
す
と
い
う
視
点
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
態
の
鮮
明
化
を
も
た
ら
す
一
本
の
補
助
線
・
参
照
軸
と
し
て
禅

仏
教
的
設
問
を
役
立
て
る
、
そ
う
い
う
視
点
が
フ
ロ
ム
の
場
合
立
て
ら
れ
る
の
だ
。

だ
か
ら
フ
ロ
ム
は
『
禅
と
精
神
分
析
』
の
な
か
で
既
に
右
の
観
点
を
仏
教
で
い
う
「
悟

り
」・
開
悟
に
重
ね
合
わ
せ
て
こ
う
述
べ
る
こ
と
に
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、
禅
で
い
う

「
enlightm
ent」
の
経
験
と
は
自
分
の
視
点
か
ら
い
え
ば
「
人
の
良
き
健
康
な
る
在
り

方
 w
ell-being
の
真
の
達
成
」
を
指
す
も
の
と
い
え
、
そ
れ
を
「
心
理
学
的
用
語
」
で

い
え
ば
次
の
よ
う
い
い
得
る
と
。
い
わ
く
、

「
そ
れ
は
人
が
自
分
の
外
部
お
よ
び
内
部
の
現
実
に
完
全
に
調
子
の
合
っ
た
状
態
で
あ

る
と
も
、
ま
た
、
現
実
に
つ
い
て
人
が
十
分
に
目
覚
め
、
十
分
に
そ
れ
を
つ
か
ん
で
い

る
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
…
〔
略
〕
…
目
覚
め
た
者
は
、
世
界
に
開

か
れ
て
お
り
、
順
応
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
み
ず
か
ら
自、
分、
に、
対、
し、
物、

と、
し、
て、
執、
着、
す、
る、
こ、
と、
を、
や、
め、
、、
空、
と、
な、
り、
、、
受、
容、
す、
る、
態、
勢、
に、
な、
る、
か
ら
開
か
れ
、即

応
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
開
悟
し
た
と
い
う
こ
と
は
『
全
人
格
が
実
在
に
つ

い
て
全
幅
的
に
目
覚
め
て
い
る
こ
と
』
を
意
味
す
る
」（
傍
点
、
清
）。〈
５
〉（
蛇
足
だ
が
、

こ
の
一
節
に
あ
る
「
完
全
に
調
子
の
合
っ
た
状
態
」
と
い
う
言
葉
は
「
完
全
に
応
答
し

あ
え
る
状
態
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）。

あ
ら
た
め
て
、
こ
こ
か
ら
真
の
「
応
答
関
係
能
力
」
の
豊
か
な
享
受
か
、
そ
れ
と
も

そ
の
衰
微
と
喪
失
か
？

と
い
う
問
題
を
「
愛
」
の
問
題
に
関
わ
ら
せ
て
み
れ
ば
、

■
　
生
産
的
人
格
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
「
生
産
的
愛
」
の
視
点

「
人
を
生
産
的
に
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
生
に
対
す
る
責
任
を
感
ず
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
〔
略
〕
…
愛
す
る
人
の
成
長
に
対
す
る
、
労
働
と
注
意
と
責
任

と
を
意
味
す
る
」。

「
注
意
と
責
任
と
は
愛
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、愛
す
る
人
に
対
す
る
尊
敬
と
、愛
す
る

人
に
つ
い
て
の
知
識
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
愛
は
支
配
と
所
有
へ
転
落
す
る
。
尊
敬

は
お
び
え
や
お
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
語
源
が
示
す
よ
う
に
（
respierre＝

注
視
す
る
）、
人
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
、
人
の
個
性
と
独
自
性
と
を
知
る
能
力
で
あ
る
。

人
を
尊
敬
す
る
こ
と
は
そ
の
人
を
知
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
注
意
と
責
任
と
は
、
も

し
人
の
個
性
に
つ
い
て
の
知
識
に
リ
ー
ド
さ
れ
な
い
と
し
た
ら
盲
目
で
あ
ろ
う
」。

「
関
心
と
い
う
言
葉
は
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
、つ
ま
り
、そ
の
も
と
に
な
っ
た
ラ
テ
ン

語
が
も
っ
て
い
た
意
味
を
か
な
り
の
程
度
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
の
ラ
テ
ン
語
、
つ

ま
り
、
inter-esse（《
間
に
存
在
す
る
》
と
い
う
意
味
―
―
清
）
が
意
味
し
た
の
は
、
自

分
自
身
の
自
我
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
財
産
、
知
識
、
家

族
、
自
分
の
女
（
あ
る
い
は
男
）、
等
々
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
自
尊
心
や
誇
り
が
ま
と
い

つ
い
た
自
分
の
エ
ゴ
の
狭
い
限
界
を
の
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。《
関
心
》
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
一
切
の
も
の
を
忘
れ
て
、
手
を
、
私
に
向

き
合
っ
て
い
る
、
な
い
し
は
私
の
目
の
前
の
も
の
へ
と
、
そ
れ
が
、
一
人
の
子
供
で
あ

れ
、
一
輪
の
花
で
あ
れ
、
一
冊
の
本
、
一
つ
の
理
念
、
あ
る
い
は
一
人
の
人
間
で
あ
れ
、

ま
っ
す
ぐ
に
差
し
伸
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
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◆ 犀復活　詠
岩脇リーベル豊美

ナルキソス愛なき国の岸に咲く
Osterglocken blühen
auch am Ufer des Landes,
wo keine Liebe blüht

死んでかまはぬと書き一行切り抜く
Ich schreibe,
ich kann sterben
schneide die Zeile aus

崩れ落つ世界を修正液で清め
Eine Welt,
die zusammenbricht
mit Korrekturflüssigkeit gereinigt

地雷除去に柔らかいほうの靴を履く
Landminen aufsammeln
Trage deine
weicheren Schuhe an

鴎通信雨になるよ餌あるよ
Möwen kommunizieren --
es wird regnen
es gibt Essen

呟やかで絶叫せよ犀の救済
Nicht twittern
Schreie , wenn du
das Rhinozeros retten willst

88

紀
に
お
け
る
社
会
主
義
の
思
想
的
再
生
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

な
お
こ
の
点
で
、
も
う
一
点
次
の
こ
と
も
つ
け
く
わ
え
て
お
き
た
い
。

私
は
二
〇
一
六
年
に
出
版
し
た
拙
著
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
キ
リ
ス
ト
教
』
に
「
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
政
治
的
社
会
主
義
』
批
判
の
予
言
性
」
と
い
う
補
注
を
付
け
、
そ

の
な
か
で
こ
の
予
言
性
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
前
日
本
共
産
党
委
員
長
不
破
哲
三
氏

の
労
作
『
ス
タ
ー
リ
ン
秘
史
』
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
労
作
は
六
巻
か
ら
な
り
、
ス
タ
ー

リ
ン
の
「
農
業
集
団
化
」
政
策
の
野
蛮
性
と
、
彼
の
党
内
覇
権
を
確
立
す
る
う
え
で
決
定

的
な
意
義
を
も
っ
た
、
ソ
連
共
産
党
第
十
七
回
大
会
と
十
八
回
大
会
の
あ
い
だ
に
お
こ
な

わ
れ
た
党
内
粛
清
―
―
「
大
テ
ロ
ル
」
と
呼
び
慣
ら
さ
れ
て
い
る
―
―
の
野
蛮
性
を
実
に

克
明
に
徹
底
的
に
告
発
す
る
敬
服
に
値
す
る
労
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
出
版
さ
れ

た
の
は
つ
い
二
〇
一
四
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
フ
ロ
ム
の
マ

ル
ク
ス
主
義
批
判
が
出
た
の
は
、
く
り
か
え
す
な
ら
一
九
五
七
年
で
あ
る
。
不
破
氏
の
労

作
は
そ
の
約
六
〇
年
後
に
出
た
わ
け
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
あ
の
闘
争
の
日
々
、
わ
れ
わ
れ
は
革
マ
ル
の
お
よ

そ
民
主
主
義
精
神
の
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
独
善
的
で
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
前
衛
者
意

識
」
が
必
然
的
に
孕
む
こ
と
と
な
る
そ
の
暴
力
主
義
、
そ
し
て
そ
の
暴
力
主
義
が
実
は
つ

ね
に
人
間
の
隠
し
持
つ
怨
恨
・
復
讐
心
・
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
満
ち
た
無
意
識
と
い
う
パ
ン

ド
ラ
の
箱
を
開
く
鍵
と
な
る
と
い
う
事
情
、
こ
れ
に
抗
し
て
闘
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
し

か
し
、
こ
の
闘
い
の
も
つ
「
二
十
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
的
挫
折
」
と
い
う
問
題
と

の
関
連
性
、
こ
れ
を
充
分
に
自
覚
し
得
て
い
た
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
、「
反
ス
タ
」
を
呼
号
し
、
わ
れ
わ
れ
を
「
ス
タ
ー
リ
ニ
ス
ト
」
と
罵
っ
た
か
の

「
新
左
翼
」
諸
セ
ク
ト
、
い
わ
ゆ
る
「
全
共
闘
」
系
学
生
た
ち
、
彼
ら
こ
そ
が
ま
さ
に
「
二

十
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
」
を
根
本
的
な
挫
折
に
追
い
遣
っ
た
「
ス
タ
ー
リ
ニ
ス
ト
」
の
後

継
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
？

〈
１
〉『
破
壊
』
上
、
作
田
啓
一
・
佐
野
哲
郎
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
五
年
、
一
四
頁

〈
２
〉『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
二
一
〇
頁
、
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
藤
野
渉
訳
、
国

民
文
庫
、
大
月
書
店
、
一
五
一
〜
一
五
二
頁
。
訳
に
少
し
手
を
入
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

〈
３
〉『
希
望
の
革
命
』
一
一
四
頁
、
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
国
民
文
庫
、
一
五
一
頁

〈
４
〉『
禅
と
精
神
分
析
学
』
五
〜
一
〇
頁

〈
５
〉『
禅
と
精
神
分
析
学
』
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
。
傍
点
を
振
っ
た
箇
所
の
ド
イ
ツ
語
版
フ
ロ
ム

全
集
で
の
表
記
は「
w
eileraufgehört hat, an sich als an einem
 Ding festzuhal-

ten,und w
eil er dardurch leer und aufnahm
e bereit gew
orden ist」
s,335-

336
で
あ
り
、
英
語
版
“Psychoanalysis &
 Zen Buddissm
 U
N
W
IN

PAPERBACKS
で
の
表
記
は「
because he has given up holding on to him
self

as a thing, and thus has becom
e em
pty and ready to receive」
p.72
で
あ

る
。」

〈
６
〉
同
前
、
一
二
六
〜
一
二
七
頁

〈
７
〉
同
前
、
四
六
頁

〈
８
〉『
破
壊
』
下
、
作
田
啓
一
・
佐
野
哲
郎
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
五
年
、
四
六
三
〜
四

六
四
頁
。

〈
９
〉『
人
生
と
愛
』
一
七
〇
頁
。
独
語
版
。
Ü
ber die Liebe zum
 Leben,Deutsch Verlags-

Anstalt,1983,s.127-128. 英
語
版
。For the Love of Life,translated byRpbert &

Rita Kim
ber N
ew
 York:Free Press,1986,p.103.“w
e have to m
ake ourselves

em
pty so that w
e can be m
ade full.‟‟

That belief…
…
 is at the heart of

M
arx's  w
ork.“な
お
フ
ロ
ム
は
こ
の
一
節
に
続
け
て
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
披
露
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
時
、
大
拙
に
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
か
ら
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
伏
せ
て
、
或
る
一
節
を
読
み
上
げ
、「
こ
れ
は
禅
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
と

こ
ろ
、「
も
ち
ろ
ん
禅
で
す
、
と
彼
は
言
い
ま
し
た
」
と
。
一
七
一
頁
、

ebenda.s.128s,ibid,p.104 .

〈
10
〉
 『
悲
の
器
』、
高
橋
和
巳
作
品
集
２
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
一
年
、
一
四
二
頁
。

読書会資料
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◆

木
霊

黒
田
ナ
オ

い
っ
た
い
何
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
い

水
道
管
か
ら
声
が
す
る

背
中
の
機
械
が

鳴
り
響
く

給
水
塔
の
汚
水
に
ま
み
れ
て

死
ん
だ
ネ
ズ
ミ
が
歌
う
歌

頭
の
中
で
も
鳴
り
響
く

助
け
て
く
だ
さ
い

助
け
て
く
だ
さ
い

眠
っ
て
い
る
の
に
覚
め
て
い
た

北
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る

渦
巻
く
風
の
そ
の
向
こ
う

ど
こ
か
で
木
霊
が
呼
ん
で
い
る

1010

◆

蜜
室

に
し
も
と
め
ぐ
み

重
ね
ら
れ
た
本

静
か
に
時
は
過
ぎ

花
の
首
飾
り

Viens avec m
o�

1i

Et les cheveux que j'ai coiffés

Décoiffés par tes m
ains�

2

柔
ら
か
な
く
ち
び
る

赤
子
が
乳
房
を
求
め
る
よ
う
な

純
粋
な
acte

子
宮
は
空
っ
ぽ
の
臓
器

今
は
　
誰
も
い
な
い
部
屋

そ
し
て
時
は
過
ぎ
て
ゆ
く
…
…
…

水
晶
の
中
を
通
り
抜
け
る

す
き
と
お
っ
た
光

摘
み
取
る
　
若
葉
の
季
節

※
1…
こ
っ
ち
に
お
い
で

※
2…
私
が
結
っ
た
髪
を
あ
な
た
の
両
手
が
く

ず
し
て
し
ま
う
の
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◆

る
び
こ
ん
　

大
橋
愛
由
等

詩
人
を
釣
る
た
め
楠
の
老
木
に
隠
れ
た
ま
ま
の
詩
人
は

（
〈
迂
回
す
る
第
三
者
〉
き
っ
と
ボ
ク
は
他
人
行
儀
な
表
情
を
し
て
い
た
の

に
違
い
な
い
。
光
が
風
に
追
い
つ
け
ず
喘
息
で
あ
え
い
で
草
壁
が
す
べ
て
を

拒
み
午
睡
を
始
め
た
の
で
風
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
は

う
っ
す
ら
気
づ
い
て
い
た
の
だ
が
。
〈
冗
漫
な
一
本
道
〉
あ
れ
こ
れ
一
二
年

前
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
ア
ナ
タ
と
歩
い
て
交
わ
し
た
詩
語
の
ひ
と
か
け
ら
が

鳥
た
ち
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
う
ろ
た
え
て
い
た
ボ
ク
が
厚
雲
に
諭
さ
れ
た

こ
と
を
ア
ナ
タ
は
覚
え
て
い
る
と
い
う
。
〈
閉
ざ
さ
れ
た
臨
海
公
園
〉
け
ん

け
ん
歩
き
し
て
黒
い
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
た
ア
ナ
タ
に
逢
い
に
行
き
黙
っ
て

み
せ
た
解
雇
通
知
は
ゆ
ら
ゆ
ら
軽
々
と
海
風
に
さ
ら
さ
れ
「
日
陰
に
移
ろ
う

よ
」
と
弱
々
し
く
言
う
ボ
ク
を
尻
目
に
ア
ナ
タ
が
聴
い
て
い
た
の
は
ア
ー
ト

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
オ
ブ
シ
カ
ゴ
だ
っ
た
ん
だ
。
ボ
ク
は
決
し
て
忘
れ
な
い
。

〈
石
が
知
っ
て
い
る
蝶
の
屈
折
率
〉
風
が
ふ
と
と
ま
っ
た
そ
の
日
の
う
ち
に

晦
渋
な
詩
篇
を
読
ん
で
し
ま
お
う
と
決
め
そ
の
前
に
フ
ラ
ン
ス
窓
を
開
け
よ

う
と
戸
外
を
見
て
い
る
と
、
転
向
売
り
の
ぺ
ぺ
お
じ
さ
ん
が
今
日
も
時
間
ど

お
り
や
っ
て
き
て
「
テ
ン
コ
ー
、
テ
ン
コ
ー
、
テ
ン
コ
ー
し
た
い
ひ
と
、
相

談
に
の
り
ま
ひ
ょ
、
テ
ン
コ
ー
、
テ
ン
コ
ー
」
と
第
三
者
が
多
い
こ
の
街
に

や
っ
て
く
る
の
が
わ
ざ
と
ら
し
く
思
わ
な
く
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
な
の

か
思
い
出
せ
な
い
で
い
る
。
〈
広
場
に
似
合
わ
な
い
逸
脱
〉
公
会
堂
に
向
か

っ
て
歩
く
ボ
ク
と
ア
ナ
タ
は
無
言
と
沈
黙
の
会
話
を
交
わ
し
た
つ
も
り
で
い

る
の
は
月
の
引
力
が
乱
舞
し
て
今
朝
は
な
か
な
か
起
き
れ
な
か
っ
た
た
め
な

の
だ
ろ
う
か
そ
れ
と
も
雨
後
に
広
場
に
生
え
た
触
覚
が
ボ
ク
と
ア
ナ
タ
の
三

角
を
摩
耗
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
か
あ
る
い
は
疼
く
背
中
に
手
を
伸
ば

そ
う
と
し
た
ら
ア
ナ
タ
が
背
後
か
ら
忍
び
寄
っ
て
ボ
ク
の
手
に
握
ら
せ
た
モ

ノ
が
楠
の
眼
球
で
あ
っ
た
せ
い
な
の
だ
ろ
う
か
。

1212

◆
  姫
バ
ー
ジ
ョ
ン中

嶋
康
雄

ど
う
せ
怒
ら
れ
る
な
ら
姫
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
お
願
い
し
ま
す

お
後
が
よ
ろ
し
い
よ
う
で

い
つ
も
儚
げ

デ
ー
ト
を
し
て
い
る
楽
し
い
は
ず
の
場
所
で

貪
り
食
わ
れ
る
影
た
ち
の
悲
鳴

駄
目
だ
駄
目
だ
と
言
わ
れ
続
け

丸
め
ら
れ
丸
め
ら
れ
ご
み
屑
に
な
り

吐
瀉
物
が
こ
び
り
つ
い
た
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
ら
れ
る

そ
の
捨
て
ら
れ
た
ご
み
屑
を
食
う
や
つ
が
が
い
る

誰
だ
ろ
う

奥
の
ほ
う
か
ら
盗
ん
で
い
る

ど
ん
ど
ん
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
に

盗
ん
で
い
る
の
は
騙
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ

姫
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
ド
ア
が
突
然
開
く

手
招
き
し
て
い
る
馬
面
の
姫
が

引
っ
こ
抜
い
て
き
た
街
路
樹
を

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ご
と
バ
リ
バ
リ
食
べ
る

人
が
滓
に
な
っ
て
い
る

く
っ
つ
い
て
い
る

く
っ
つ
い
て
い
る
人
が

む
し
り
と
ら
れ
て
捨
て
ら
れ
る

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
よ
り
不
味
い
の
か

泥
水
よ
り
も
や
ば
い
の
か

細
菌
は
数
字
だ
け
で
踊
っ
て
い
る
し

幻
が
歯
を
磨
い
て

白
い
宴
を
吐
い
て
い
る

こ
こ
は
も
う
細
菌
が
あ
る
じ
だ
か
ら

姫
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
細
菌
の
お
気
に
召
す
ウ
ラ
ノ
ス
仕
様

な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
漂
っ
て
い
る

べ
ち
ゃ
べ
ち
ゃ
と
腐
っ
た
も
の
が
降
っ
て
く
る

鞭
毛
を
ふ
っ
て
よ
ろ
こ
ん
で
い
る

鞭
毛
を
持
た
な
い
人
は

奴
隷
で
餌
だ
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バ
ス
を
降
り
て
歩
く

坂
道
を
登
り
き
る
と

藤
棚
が
見
え
て
き
た

雨
の
後
の
水
溜
り
が

微
か
な
光
を
沈
め
る

千
年
の
藤
の
下
に
は

床
几
が
配
置
さ
れ
て

時
間
は
巻
戻
さ
れ
る

何
故
こ
こ
ま
で
来
た

藤
に
惹
か
れ
た
の
か

オ
ン
ナ
は
見
え
な
い

大
歳
神
社
の
読
み
は

だ
さ
い
じ
ん
じ
ゃ
と

口
が
動
か
せ
て
い
た

播
磨
山
崎
の
言
葉
よ

平
安
の
時
は
い
ま
も

つ
な
が
り
の
稲
穂
へ

ド
ロ
ッ
プ
キ
ッ
ク
を

押
し
込
ん
で
転
べ
ば

千
種
の
水
系
に
降
る

山
の
神
の
小
便
へ
の

愛
着
の
あ
ら
わ
れ
か

人
の
喜
怒
と
愛
着
は

雨
と
日
照
り
の
対
か

藤
の
木
の
下
の
戯
れ

北
か
ら
吹
き
寄
せ
る

深
い
土
地
の
息
遣
い

黄
昏
色
の
バ
ス
に
は

大
き
な
荷
物
を
持
つ

老
夫
婦
が
居
眠
り
し

川
の
流
れ
に
沿
っ
て

言
葉
を
口
遊
ん
で
は

髪
に
挿
す
藤
が
揺
れ

◆

藤
の
花
の
下
へ大

西
隆
志

1414

◆

風
景
の
割
れ
目
に

高
木
敏
克

私
は
あ
の
ダ
ム
を
見
過
ご
し
て
い
ま
す
。
山
麓
線
の
下
り
坂
で
は
脇
見
運
転
は
危
険
だ
し
、
あ
の
ダ
ム
が
私
の
人
生
に
重
要
な
関
係
を
持
ち
え
る
訳
も
な
い
。
だ
か
ら

ダ
ウ
ン
ヒ
ル
で
は
ダ
ム
の
方
角
は
見
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
谷
間
の
奥
に
古
い
大
き
な
ダ
ム
が
見
え
た
の
で
す
。
そ
こ
を
何
度
か
通
り
過
ぎ
る
う
ち
に
分
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
風
景
は
そ
こ
で
割
れ
て
い
ま
し
た
。
真

っ
黒
な
石
組
み
の
ダ
ム
が
あ
る
一
点
を
通
過
す
る
際
に
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
瞬
の
過
去
で
そ
こ
を
過
ぎ
る
と
も
う
見
え
な
い
。

そ
う
な
る
と
気
に
な
る
も
の
で
す
よ
。
だ
が
引
き
返
し
て
近
づ
く
と
ど
う
し
て
も
見
え
な
く
な
る
。
下
り
坂
で
見
え
て
も
上
り
坂
で
は
見
え
な
く
な
る
の
で
す
。
そ
の

ダ
ム
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
ほ
ん
と
に
眠
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ダ
ム
は
何
か
の
錯
覚
で
見
え
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
ダ
ム
な
ん
て
な
い
の
だ
と
思

っ
て
忘
れ
た
く
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
日
に
同
じ
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
る
と
ま
た
ち
ょ
っ
と
横
を
振
り
向
き
た
く
な
る
。
や
は
り
ダ
ム
は
幻
想
で
も
錯
覚
で
も

な
く
確
か
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

あ
る
地
点
か
ら
し
か
見
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
道
を
た
ず
ね
る
よ
う
に
聞
く
の
で
す
。
し
か
し
仲
間
た
ち
は
そ
ん
な
も
の
は
見
え
な
い
と
い
い
ま
す
。
誰

の
目
か
ら
も
見
え
る
の
で
は
な
く
あ
る
特
定
の
人
か
ら
し
か
見
え
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
客
観
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
固
有
の
関
係
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
な

い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
場
所
と
い
う
も
の
も
な
い
し
私
に
は
ダ
ウ
ン
ヒ
ル
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
真
っ
黒
な
石
組
み
の
ダ
ム
は
あ
る
の
で

す
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
風
景
を
引
き
裂
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

私
は
自
分
に
影
が
あ
る
こ
と
を
も
う
忘
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
自
転
車
に
乗
っ
て
そ
の
こ
と
に
気
が
付
く
と
思
わ
ず
自
分
の
影
法
師
を
振
り
ほ
ど
き
た
く
な
る
の
で

す
。
影
を
踏
む
と
相
手
は
怒
り
ま
す
が
影
を
振
り
切
る
と
相
手
は
泣
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

だ
か
ら
真
っ
黒
な
ダ
ム
の
あ
る
風
景
の
割
れ
目
に
近
づ
く
と
思
い
っ
き
り
加
速
し
て
背
中
の
影
法
師
を
振
り
落
と
し
た
い
と
い
う
衝
動
に
私
は
い
つ
も
駆
ら
れ
ま
す
。

ダ
ウ
ン
ヒ
ル
で
振
り
落
と
さ
れ
た
私
の
影
法
師
は
靴
の
脱
げ
た
小
学
生
み
た
い
に
泣
き
な
が
ら
私
を
追
っ
て
く
る
の
だ
と
思
う
と
笑
い
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
影
法
師
は

自
転
車
の
荷
台
で
私
に
し
が
み
つ
く
弟
み
た
い
に
う
っ
と
う
し
い
存
在
な
の
で
す
。

い
つ
か
振
り
落
と
し
て
笑
っ
て
や
ろ
う
と
私
は
ず
っ
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
影
切
り
が
で
き
る
と
私
は
も
っ
と
自
由
に
な
る
。
兄
弟
や
家
族
や
友
達
を
完
全
に

置
き
去
り
に
で
き
る
と
思
っ
て
私
は
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
走
っ
て
い
た
の
で
す
。

あ
な
た
、
大
変
よ
。
影
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
死
ん
で
い
る
証
拠
よ
。
死
ん
だ
は
ず
の
女
房
が
突
然
叫
ん
だ
の
で
目
が
覚
め
て
須
磨
浦
海
岸
に
出
ま
し
た
。

ま
っ
た
く
影
の
な
く
な
っ
た
夏
の
昼
下
が
り
の
海
岸
で
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
の
は
妻
で
は
な
く
私
の
影
法
師
で
し
た
。
サ
ン
グ
ラ
ス
を
忘
れ
た
の
で
風
に
吹
か
れ
る

と
睫
毛
が
痛
い
。
そ
こ
で
は
何
も
か
も
が
乾
き
き
る
の
を
待
つ
し
か
な
い
の
で
す
。

ず
い
ぶ
ん
黒
く
な
っ
た
も
の
だ
。
私
が
影
法
師
を
失
っ
た
の
と
お
な
じ
よ
う
に
や
つ
も
わ
た
し
を
探
し
続
け
て
い
た
の
で
す
。
お
互
い
に
相
手
を
踏
み
つ
け
た
ら
ど
ん

な
に
気
持
ち
が
よ
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
こ
こ
に
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
お
互
い
に
相
手
を
踏
み
つ
け
て
い
る
だ
け
で
見
る
人
は
い
な
い
。

風
に
乗
っ
て
遠
く
の
子
供
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
た
。
百
円
拾
ろ
た
。

す
ぐ
近
く
で
女
の
声
が
す
る
。
メ
ー
ル
じ
ゃ
な
く
て
リ
ア
ル
じ
ゃ
な
い
と
い
や
よ
。
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絶
好
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
日
和
だ
っ
た
。

か
つ
知
っ
て
い
る
つ
も
り
と
い
う
生
半
可
な
あ
り
よ
う
を
大
い
に

反
省
す
る
一
日
で
も
あ
っ
た
。
　

６
月
17
日
—
例
年
な
ら
梅
雨
の
時
期
と
な
っ
て
い
る
の
こ
の
日
、

雨
も
ふ
ら
ず
暑
く
も
な
い
好
天
の
も
と
、
ほ
ど
よ
く
汗
を
か
き
な
が

ら
播
州
平
野
を
自
転
車
で
漫
遊
し
て
い
た
。

わ
た
し
を
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
し
て
く
れ
た
の
は
、詩
人
・
大
西
隆
志
氏
。

加
古
川
に
生
ま
れ
、
同
市
役
所
に
奉
職
す
る
な
ど
こ
の
地
を
知
り
尽

く
し
て
い
る
好
漢
で
あ
る
。

日
頃
、
神
戸
と
い
う
山
（
六
甲
山
系
）
を
間
近
に
感
じ
て
生
き
て
い

る
わ
た
し
に
と
っ
て
、
行
け
ど
も
行
け
ど
も
平
野
の
た
だ
な
か
に
あ

る
播
州
平
野
の
な
か
に
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
内
な
る
地
理
コ
ン

パ
ス
を
再
設
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

J
R
新
快
速
に
乗
り
な
れ
て
い
る
と

加
古
川
は
東
西
交
通
の
要
所
と
し
て
理

解
で
き
て
い
る
の
だ
が
、
か
つ
て
は
南
北

を
流
れ
る
加
古
川
と
い
う
水
系
が
物
・

情
報
流
通
の
重
要
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ

り
、
こ
の
地
は
東
西
と
南
北
両
方
の
要
所

で
あ
っ
た
こ
と
を
今
回
の
小
旅
で
思
い
知
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
云
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
捨
聖
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
沙
弥
・
教
信（
786—
866）が
賀
古
の
地
に
居
を
構
え
た
の
も
、人

と
物
の
往

来
が
盛
ん

な
こ
の
地

域
だ
か
ら

こ
そ
選
択

し
た
の
だ

ろ
う
。
つ

ま
り
教
信

は
、
都
か

ら
離
れ
て

は
い
て

も
、
ひ
と

び
と
（
民

衆
）
が
往
来
す
る
場
所
に
あ
え
て
佇
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
教
信
は
語
録
を
残
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の

文
献
で
そ
の
生
き
ざ
ま
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
い
ち

早
く
念
仏
を
唱
え
る
重
要
性
を
民
衆
に
広
め
た
そ
の
先
覚
ぶ
り
は
、

こ
の
沙
弥
の
同
時
代
人
に
空
海（
774—
835）が
い
る
こ
と
を
知
る
だ

け
で
も
驚
嘆
に
価
い
す
る
だ
ろ
う
。
空
海
は
当
時
の
最
新
仏
教
で
あ

る
密
教
を
体
系
的
に
こ
の
国
に
も
た
ら
し
す
こ
と
を
使
命
と
し
て
い

た
が
、教
信
の
選
択
は
違
っ
た
。後
に
生
ま
れ
る
鎌
倉
仏
教
と
い
う
分

派
行
為
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
念
仏
信
仰
」を
広
め
る
先
達
と
し
て
民
の

世
界
へ
放
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
わ
れ
わ
れ
が
加
古
川
名
物
の「
か
つ
め
し
」を
食
べ
た
後
、向

か
っ
た
の
が
教
信
寺
だ
っ
た
。
こ
こ
の
住
職
で
あ
る
長
谷
川
慶
悟
氏

は
傑
物
で
あ
る
。わ
た
し
の
拙
き
質
問
に
対
し
て
、立
て
板
に
水
の
ご

と
く
応
え
て
く
れ
る
。興
味
深
か

か
っ
た
の
は
、
教
信
の
説
い
た

「
念
仏
信
仰
」
の
枢
要
と
魂
の
継

承
は
力
説
す
る
も
の
の
、教
信
寺

の
宗
旨
は
天
台
宗
な
の
で
、念
仏

そ
の
も
の
を
特
化
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
〝
ね
じ
れ
〟
が
わ
た
し
を
刺
激
し
た
。

長
谷
川
住
職
は
教
信
の
先
覚
性
を〈
口�

唱�
�
�〉だ

と
説
い
た
。当
時
の

仏
教
僧
は
言
っ
て
み
れ
ば
国
家
公
務
員
の
よ
う
な
存
在
で
、
身
分
や

地
位
は
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
。
国
家
機
関
で
あ
る
寺
で

仏
教
を
極
め
れ
ば
学
僧
と
し
て
一
生
を
終
え
る
こ
と
も
で
き
た
が
、

教
信
は
あ
え
て
民
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
。
ま
だ
国
家
が
仏
教
を

ま
る
が
か
え
し
て
い
た
時
代
で
、
そ
の
信
仰
を
担
っ
て
い
た
の
は
支

配
者
階
級
の
人
た
ち
だ
っ
た
。そ
う
し
た
時
代
の
中
で
、民
に
向
け
て

念
仏
を
唱
え
る
こ
と
、つ
ま
り
声
に
出
す
こ
と
、コ
ト
バ
と
し
て
形
を

な
す
こ
と
、つ
ま
り〈
口�

唱�
�
�〉で

あ
る
こ
と
の
口
誦
性
を
重
要
視
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
教
信
の
念
仏
業
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
残
し
た
。
在
俗
で

妻
子
を
設
け
て
い
た
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
、親
鸞
は
共
鳴
し
、一
遍
は

遊
行
集
団
を
ひ
き
い
て
教
信
寺
で
お
ど
り
念
仏
を
披
露
し
、
自
分
の

生
が
果
て
る
時
に
は
、
教
信
が
没
し
た
こ
の
寺
を
渇
望
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
果
せ
ず
兵
庫
の
地
で
没
し
た
の
で
あ
る
。

教信寺・長谷川慶悟住職 口
唱
を
と
な
え
た
沙
弥

教
信
の
生
き
方
を
み
る


