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迷
う
こ
と
の
諸
相

パ
サ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
経
験
に
つ
い
て
の
考
察

森
田
　
團

は
じ
め
に

　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
誕
生
し
た
パ
サ
ー
ジ
ュ
と
い
う
建
築
の
み
な
ら

ず
、
こ
の
時
代
の
都
市
文
化
と
都
市
経
験
の
包
括
的
な
分
析
の
試
み
で
あ
っ
た

）
1
（

。
で
は
な
ぜ
そ
こ
で
パ
サ
ー
ジ
ュ
が
中
心
的
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
建
築
が
〈
通
路 Passage

〉
と
い
う
形
態
を
核
に
し
て
形
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
、
彼
が
何
か
0

0

を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
は

十
九
世
紀
的
な
生
が
刻
印
さ
れ
た
場
所
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
彼
は
い
っ
た
い
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

1
　『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
出
発
点

　
こ
の
問
い
を
探
る
う
え
で
必
要
な
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
基
本
的
な
構
え
を
ま
ず
確
か
め
て
お
き
た
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

（
1
）
本
論
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
に
東
京
都
現
代
美
術
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
川
俣
正
〔
通
路
〕
展
内
で
の
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
ワ
ー
ク
サ
ロ
ン
「
共
生

的
通
路
論

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
め
ぐ
る
セ
ミ
ナ
ー
」
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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十
九
世
紀
の
資
本
主
義
文
化
が
産
み
出
し
た
事
物
を
、
そ
の
現
わ
れ
の
感
性
的
経
験
と
い
う
局
面
に
特
化
し
て
分
析
し
よ
う
と

し
た
。
一
九
三
九
年
に
書
か
れ
た
梗
概
の
ド
イ
ツ
語
草
稿
で
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
企
て
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る
。文

化
と
い
う
物
象
化
さ
れ
た
表
象
と
の
関
連
付
け
に
よ
っ
て
、
新
し
い
、
と
り
わ
け
商
品
生
産
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
生

産
物
と
生
の
形
式
が

―
そ
れ
ら
は
前
世
紀
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

―
、
い
か
に
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
の
総

体
に
含
み
込
ま
れ
る
か
を
叙
述
す
る
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
生
産
物
が
、
理
論
的
な
加
工
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
「
美
化
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
無
媒
介
的
な
現
前
に
お
い
て
感
性
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹇in 

unm
ittelbarer Präsenz sinnlich

﹈〈
美
化 verklärt

〉
さ
れ
て
い
る
の
か
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
生
産
物
は
フ
ァ

ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る

（
２
）

。
（V

/2, 1255 f.

）﹇
強
調
引
用
者
﹈

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
十
九
世
紀
的
な
事
物
が
感
性
に
対
し
て
無
媒
介
的
に
現
前
す
る
と
き
の
現
象
相
を
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
と
呼

ぶ
わ
け
だ
が
、
こ
の
経
験
の
特
権
的
場
所
が
パ
サ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
独
特
な
観
点
は
、
こ
の
経
験
の
感
性
的
な
局
面
が
、
十
九
世
紀
に
は
際
立
っ
て
退
行
的
で
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
存
す
る
。
そ
れ
は
幼
年
期
へ
の
退
行
の
み
な
ら
ず
、
人
類
の
太
古
へ
の
退
行
と
し
て
も
把
握
さ
れ
て
い

た
が
、
総
じ
て
神
話
へ
の
退
行
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

資
本
主
義
は
ひ
と
つ
の
自
然
現
象
で
あ
り
、
こ
の
現
象
と
と
も
に
夢
を
伴
っ
た
眠
り
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
眠
り
の
な
か
で
神
話
的
な
諸
力
が
再
活
性
化
し
た
の
で
あ
る
。
（V

/1, 494 

﹇K
 1 a, 8

﹈）
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
十
九
世
紀
は
眠
り
に
つ
い
た
時
代
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
生
産
物
は
大
衆
に
よ
っ
て
夢
見

ら
れ
た
外
観
や
形
態
を
取
る
。
そ
の
現
象
の
次
元
を
指
示
す
る
た
め
に
、「
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー Phantasm

agorie

」
と
い

う
語
が
選
ば
れ
た
の
は
、『
資
本
論
』
に
お
け
る
用
法
を
考
慮
し
て
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
を
構
成
す
る

φάντασμα
と
い
う
語
が
、「
夢
の
像
」
や
「
幽
霊
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
含
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
世
界
を
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
時
代
固
有
の
経
験
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
た
。
で
は
、
こ
の
経
験
の
固
有
性
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
示
唆
し
て
お
け
ば
、
そ
れ

こ
そ
が
神
話
や
太
古
と
い
う
言
葉
が
暗
示
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
人
間
と
世
界

と
の
関
係
が
「
太
古
」
に
最
も
強
力
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
十
九
世
紀
の
経
験
の
固
有
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
パ
サ
ー
ジ
ュ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
迷
う
こ
と
の
三
つ
の
範
例

―
惑
星
・
迷
路
・
狩
猟

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
集
団
の
夢
の
家Traum

häuser des K
ollektivs

」
と

）
3
（

呼
ん
だ
パ
サ
ー
ジ
ュ
、
万
国
博
覧
会
、
パ
ノ
ラ
マ
、
室

内
な
ど
で
は
、
す
べ
て
が
あ
た
か
も
夢
の
う
ち
で
の
出
来
事
の
よ
う
に
体
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、『
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
』
の
中
心
に
な
る
の
は
、
何
よ
り
も
あ
る
種
の
視
覚
体
験
、
イ
メ
ー
ジ
体
験
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
以
下
で
問

題
に
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
夢
の
空
間
に
お
け
る
運
動
の
在
り
方
で
あ
る
。

（
2
）
以
下
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
本
文
中
に
お
い
て
も
註
に
お
い
て
も
、
下
記
の
全
集
か
ら
引
用
し
、
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
っ
て
巻
数
を
、

ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ
て
分
冊
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
指
示
す
る
。
ま
た
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
か
ら
の
引
用
に
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
断
片
に
付
さ
れ

た
整
理
番
号
も
ま
た
記
す
こ
と
に
す
る
。W

alter Benjam
in, G

esam
m

elte Schriften, unter M
itw

irkung von T
heodor W

. Adorno und G
ershom

 Scholem
, 

hrsg. von Rolf Tiedem
ann und H

erm
ann Schw

eppenhäuser, Frankfurt am
 M

ain 1972–1989.

（
3
）V

gl. V
/1, 511. [L 1, 3]
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ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
い
て
十
九
世
紀
的
な
経
験
の
核
心
と
み
な
さ
れ
て
い

る
の
は
敷
居
経
験
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

）
4
（

。
た
だ
、
彼
は
敷
居
経
験
を
通
過
儀
礼
と
重
ね
て
捉
え
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
お

り
）
5
（

、
敷
居
の
う
ち
で
人
間
が
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
注
意
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
敷
居

経
験
の
内
実
が
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
内
実
こ
そ
が
迷
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
も
迷
う
こ
と
そ
の
も
の
を
明
示
的
に
主
題
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
迷

う
こ
と
を
注
視
し
な
か
っ
た
理
由
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
で
は
迷
う
こ
と
が
パ
サ
ー
ジ
ュ
体
験
の
核
心
で
あ
る
と
い
う
見

通
し
の
も
と
に
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
け
る
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
迷
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
か
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
れ
が
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
か
を
追
う
こ
と
に
す
る
。

a
　
惑
星

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
い
て
、
比
較
的
頻
繁
に
十
九
世
紀
的
空
間
が
宇
宙
を
摸
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
万
国
博
覧
会
は
商
品
の
「
宇
宙 das U

niversum

」
と
言
わ
れ
て
い
る
し

）
6
（

、
個
人
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
く
つ
ろ
ぐ
室

内
も
ま
た
宇
宙
に
比
さ
れ
て
い
る

）
7
（

。
十
九
世
紀
の
空
間
は
い
わ
ば
外
界
と
い
う
現
実
を
遮
断
し
て
、
人
工
的
な
コ
ス
モ
ス
を
作

り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
コ
ス
モ
ス
と
い
う
言
葉
を
使
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の

ニ
ー
チ
ェ
論
か
ら
、
永
遠
回
帰
と
は
古
代
の
コ
ス
モ
ス
を
現
代
に
お
い
て
取
り
戻
す
試
み
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
引
用
し
て
い

る
）
8
（

。
夢
の
空
間
や
夢
の
家
と
呼
ば
れ
る
パ
サ
ー
ジ
ュ
が
、
ひ
と
つ
の
小
さ
な
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
て
い
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
だ
。

　「
整
え
ら
れ
た
秩
序
」
を
意
味
す
る
コ
ス
モ
ス
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
世
界
観
・
宇
宙
観
を
代

表
す
る
言
葉
で
あ
る
。
整
え
ら
れ
た
秩
序
と
は
調
和
し
た
秩
序
で
も
あ
る
が
、
そ
の
と
き
調
和
し
て
い
る
の
は
、
ミ
ク
ロ
コ
ス

モ
ス
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
に
も
、
天
体
の
運
行
と
現
象
と
の
関
係
に
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言
及
し
た
箇
所
が
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
よ
く
読
ん
で
い
た
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
箇
所
を
参
照

し
な
が
ら
、
天
体
の
運
行
が
諸
現
象
を
産
み
出
す
と
い
う
思
想
が
古
代
の
根
源
的
思
考
だ
と
述
べ
て
い
る

（
９
）

。
そ
の
と
き
マ
ク
ロ

コ
ス
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
た
ん
に
照
応
的
に
調
和
す
る
の
で
は
な
い
。
後
者
が
前
者
を
摸
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両

者
は
照
応
し
、
調
和
す
る
の
で
あ
る

）
10
（

。

　
と
こ
ろ
で
惑
星
は
、
見
か
け
上
、
軌
道
に
沿
っ
て
進
む
よ
う
に
は
見
え
ず
、
い
っ
た
り
き
た
り
し
な
が
ら
移
動
す
る
。
惑
星

の
語
源
は
こ
の
観
察
に
基
づ
い
て
い
る
。Planet

は
、
ギ
リ
シ
ア
語 πλάνης 

に
由
来
し
、
そ
の
意
味
は
迷
う
、
彷
徨
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
迷
う
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
がπλανᾶσθαι

と
い
う
中
動
態
の
か
た
ち
を

取
る
こ
と
で
あ
る
。
中
動
態
は
、
主
語
の
行
為
が
主
語
自
身
に
回
帰
す
る
こ
と
を
再
帰
代
名
詞
を
使
わ
ず
人
称
変
化
の
語
尾
だ

け
で
示
す
か
た
ち
で
あ
り
、
現
在
の
印
欧
語
で
は
、
再
帰
代
名
詞
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
あ
る
特
定
の
事
態
を
中
動
態
に
対
応

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。

（
4
）V

gl. W
infried M

enninghaus, Schw
ellenkunde. W

alter Benjam
ins Passage des M

ythos, Frankfurt am
 M

ain 1986, S. 8 f. 

﹇
邦
訳
　
ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
メ

ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
　『
敷
居
学

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
話
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
』（
伊
藤
秀
一
訳
）、
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
―
一
〇
頁
参
照
﹈

（
5
）V

gl. ebenda, S. 48 ff. 

﹇
邦
訳
、
八
三
―
八
八
頁
参
照
﹈

（
6
）V

gl. V
/1, 51.

（
7
）V

gl. V
/1, 52.

（
8
）V

gl. V
/1, 174. [D

 8 a, 4]

（
9
）Johan Jakob Bachofen, Versuch über die G

räbersym
bolik der Alten, G

esam
m

elte W
erke Bd. IV, in Verbindung m

it H
arald Fuchs und K

arl M
euli, 

hrsg. von Ernst H
ow

ald, Basel 1954, S. 333. 

﹇
邦
訳
、
J
・
J
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
　『
古
代
墳
墓
象
徴
試
論
』（
平
田
公
夫
・
吉
原
達
也
訳
）、
作
品
社
、

二
〇
〇
四
年
、
三
九
九
頁
参
照
﹈
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学 

下
』（
出
隆
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
一
五
八
―
一
五
九
頁
﹇M

etaphysik, 
1074 a 1, 17

﹈
も
参
照
の
こ
と
。 

（
10
）V

gl. W
alther K

ranz, Kosm
os, Archiv für Begriffsgeschichte. Bausteine zu einem

 historischen W
örterbuch der Philosophie, hrsg. von Erich Rothacker, Bd. 2, 

Teil 1 und 2, Bonn 1958, S. 17.

（
11
）V

gl. Philippe Eberhard, The M
iddle Voice in G

adam
er’s H

erm
eneutics. A Basic Interpretation w

ith Som
e Theological Im

plications, Tübingen 2004, p. 12 f.



36

　
通
常
、
こ
の
態
は
主
語
に
よ
る
行
為
が
自
ら
に
及
ぶ
こ
と
を
表
示
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る

の
は
能
動
性
と
受
動
性
の
対
で
あ
る
が
、
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
能
動
態
と
本
来
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

受
動
態
で
は
な
く
、
中
動
態
で
あ
る
と
述
べ
る
。

能
動
態
に
お
い
て
動
詞
は
、
主
語
か
ら
発
し
、
主
語
の
外
部
で
完
結
す
る
過
程
を
表
わ
す
。
逆
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
態
で

あ
る
中
動
態
に
お
い
て
動
詞
は
、
主
語
が
座
﹇le siège

﹈
で
あ
る
よ
う
な
過
程
を
示
す
。
主
語
は
過
程
の
内
部
に
存
す
る
の

で
あ
る

）
12
（

。

主
語
が
動
詞
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
な
過
程
の
場
と
な
る
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
迷
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
、
散
歩
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
は se prom

ener 

と
い
う
再
帰
動
詞
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
で
迷
う
こ
と
を
意

味
す
る
単
語
にverirren

と
い
う
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
も sich verirren

と
い
う
再
帰
形
を
取
る
。
遊
歩
や
迷
う
こ
と
は
、
い
か

な
る
目
的
（
語
）
も
持
た
ず
、
た
だ
主
語
が
あ
る
運
動
の
場
と
な
る
よ
う
な
出
来
事

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ

ス
を
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
摸
倣
す
る
な
ら
、
惑
星
の
運
動
に
呼
応
す
る
の
は
遊
歩
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀

的
な
空
間
を
宇
宙
で
あ
り
、
コ
ス
モ
ス
と
見
立
て
る
と
き
、
遊
歩
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
れ
ば
い
わ
ば
必
然
な
の
で
あ
る
。

b
　
迷
路

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま
た
都
市
を
「
迷
路 Labyrinth

」
と
見
立
て
て
い
る
。「
都
市
は
迷
路
と
い
う
古
来
の
人
類
の
夢
を
実
現
し

た
も
の
で
あ
る
」（V

/1, 541 

﹇M
 6 a, 4

﹈）。
こ
の
迷
路
に
迷
い
込
む
の
は
遊
歩
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
迷
路
の
形
象
は
、
本
来
内
臓
、

と
り
わ
け
腸
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
に
よ
れ
ば
、
腸
は
冥
界
を
表
象
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し
て
い
る
と
い
う
の
が
定
説
の
よ
う
で
あ
る

）
13
（

。
人
体
が
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
な
ら
、
地
下
世
界
に
相
当
す
る
の
は
腸
で
あ

る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
神
話
的
な
結
び
付
き
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
知
っ
て
い
た
。

内
臓
の
な
か
に
い
る
こ
と
で
私
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
安
心
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
者
は
、
街
路
を
抜
け
て
娼
婦
の

ま
た
ぐ
ら
に
よ
く
似
た
暗
闇
へ
と
よ
ろ
め
き
な
が
ら
も
自
ら
を
追
い
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。（V

/1, 647 

﹇P 2, 2

﹈）

ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
迷
路
と
女
性
器
の
結
び
付
き
を
示
す
い
か
な
る
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
が

）
14
（

、
少
な
く
と
も

こ
の
引
用
は
、
冥
府
と
内
臓
と
の
関
係
、
内
臓
と
迷
路
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
都
市
に
お
い
て

迷
う
と
は
都
市
が
迷
路
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
都
市
が
迷
路
に
な
る
と
は
、
そ
れ
が
冥
府
を
孕
む
こ
と
で
あ
る
と
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
迷
う
こ
と
の
本
質
的
な
死
へ
の
近
さ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

項
で
も
触
れ
る
が
、
迷
路
が
冥
界
と
の
深
い
結
び
付
き
を
持
つ
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
も
意
義
の
な
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

c
　
狩
猟

　
迷
う
こ
と
が
あ
る
種
の
出
来
事
と
し
て
生
じ
、
同
時
に
そ
れ
が
死
へ
の
近
さ
で
あ
る
こ
と
は
、
迷
う
こ
と
の
い
わ
ば
原
現
象

（
12
）Ém

ile Benveniste, Actif et m
oyen dans le verbe, in: Problèm

es de linguistique générale I, Paris 1993, p. 172. 

﹇
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
、『
一
般
言

語
学
の
諸
問
題
』（
岸
本
通
夫
監
訳
、
河
村
正
夫
・
木
下
光
一
・
高
塚
洋
太
郎
・
花
輪
光
・
矢
島
猷
三
共
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
六
九
頁
﹈

（
13
）V

gl. K
arl K

erényi, Labyrinth-Studien. Labyrinthos als Linienreflex einer m
ythologischen Idee, in: W

erke in Einzelausgabe, Bd. I [ H
um

anistische 
Seelenforschung], hrsg. von K

arl K
erényi, M

ünchen/W
ien 1966, S. 228 f. 

﹇
邦
訳
、
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
、『
迷
宮
と
神
話
』（
種
村
季
弘
・
藤
川
芳
朗

訳
）、
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
、
一
三
―
一
四
頁
参
照
﹈

（
14
）V

gl. ebenda, S. 229 f. 

﹇
邦
訳
、
一
五
頁
参
照
﹈
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と
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
見
出
し
て
い
る
狩
猟
に
お
い
て
交
叉
す
る
こ
と
に
な
る
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
は
遊
歩
と
狩
猟
を
関

係
付
け
た
い
く
つ
か
の
断
片
が
あ
る
。
そ
こ
で
両
者
の
共
通
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
痕
跡
を
追
う
と
い
う
姿
勢
で

あ
っ
た

）
15
（

。
狩
猟
者
は
鋭
敏
な
知
覚
に
し
か
感
知
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
わ
ず
か
な
痕
跡
に
導
か
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
獲
物
を
狩
る

と
い
う
目
的
は
後
景
に
退
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
狩
猟
の
成
功
と
い
う
結
果
に
至
る
過
程
は
根
本
的
に
迷
い
に
晒
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
遊
歩
者
も
ま
た
都
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
痕
跡
に
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
世
界
と
出
会
う
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
迷
う
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
世
界
は
、
そ
の
最
古
の
相
貌
を
あ
ら
わ
に
す
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
世

界
と
の
出
会
い
方
は
動
物
と
共
通
す
る
次
元
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
に
「
蝶
を
狩
る 

Schm
etteringsjagt

」
（
一
九
三
三
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
狩
る
と
い
う
行
為
が
引
き
起
こ
す

変
化
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

古
い
狩
猟
の
規
約
が
私
た
ち
の
あ
い
だ
﹇
私
と
蝶
﹈
を
支
配
し
は
じ
め
た
。
私
自
身
が
全
身
全
霊
で
そ
の
蝶
に
す
り
寄
れ

ば
す
り
寄
る
ほ
ど
、
私
が
内
側
か
ら
蝶
の
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
蝶
は
、
そ
の
す
べ
て
の
振
る
舞
い
に
お

い
て
人
間
的
な
決
断
の
色
彩
を
帯
び
た
。
最
後
に
は
蝶
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
、
私
が
自
ら
の
人
間
存
在
を
再
び
手
に
入
れ

る
こ
と
の
代
償
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
（IV

/1, 244
）

狩
猟
と
い
う
行
為
の
う
ち
で
狩
る
者
は
狩
る
対
象
に
な
る
と
い
う
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
体
験
を
す
る
。『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』

に
は
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
の
能
力
に
つ
い
て
」
（
一
九
三
三
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
摸
倣
を
め
ぐ
る
思
考
が
、
幼
年
期
の
具
体
的

な
体
験
に
託
さ
れ
た
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
断
片
が
多
く
あ
る
が

）
16
（

、
上
の
引
用
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
蝶
を
狩
る
に
は
蝶

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蝶
の
世
界
に
入
る
こ
と
で
は
じ
め
て
蝶
に
接
近
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
ミ
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メ
ー
シ
ス
の
体
験
に
お
い
て
攪
乱
さ
れ
る
の
は
、
人
間
と
動
物
と
の
境
界
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
と
夢
と
の
境
界
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
敷
居
に
お
い
て
迷
う
と
は
、
最
終
的
に
は
こ
の
よ
う
な
〈
ゆ
め
〉
と
〈
う
つ
つ
〉
の
あ
い
だ
を
彷
徨
う
体
験
な
の
で
あ

る
。
迷
う
こ
と
が
夢
と
現
実
の
境
界
で
も
あ
る
こ
と
は
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
が
夢
の
空
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
相
応
し
い
。

　『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
い
て
話
題
と
な
る
三
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
迷
う
こ
と
の
諸
相
を
取
り
出
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
そ
れ

ら
を
貫
く
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
迷
う
こ
と
は
意
志
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ひ
と
は

気
付
い
た
と
き
に
は
す
で
に
迷
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
迷
う
こ
と
は
出
来
事
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

中
動
態
と
い
う
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
を
通
し
て
示
唆
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
迷
う
こ
と
、
彷
徨
う
こ
と
は
、
出
来
事
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
事
実
、
中
動
態
が
本
来
表
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
学
者
も
い
る

）
17
（

。
ま
た
中
動
態

に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
と
な
る
の
は
主
語
が
出
来
事
の
場
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
遊
歩
の
主
体
は
迷
う
こ
と
の
場

な
の
だ
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
敷
居
で
生
起
す
る
だ
ろ
う
。

敷
居
は
明
確
に
境
界
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
境
界
と
は
領
域
﹇Zone

﹈
な
の
で
あ
る
。
（V

/1, 618

） ﹇O
 2 a, 1

﹈

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
敷
居
を
解
釈
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
が
迷
い
の
場
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
敷
居
は
た
ん
に

踏
み
越
え
ら
れ
る
境
界
で
は
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
敷
居
が
接
し
て
い
る
世
界
は
つ
ね
に
冥
界
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
迷
う
こ
と
と
は
、
死
へ
と
直
接
繋
が
り
う
る
場
所
性
と
結
び
付
い
て
い
る
。

　
敷
居
は
、
狩
り
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
夢
と
現
実
の
あ
い
だ
の
領
域
で
も
あ
る
。
迷
う
こ
と
は
現
実
の
さ
な

（
15
）
た
と
え
ば
次
の
断
片
を
参
照
。V

gl. V
/2, 969. [m

 5, 2]

（
16
）「
ム
ン
メ
レ
ー
レ
ン
」
や
「
隠
れ
場
所
」
な
ど
の
断
片
を
参
照
の
こ
と
。V

gl. IV
/1, 253 f., 260 ff.

（
17
）V

gl. Jan G
onda, T

he m
edium

 in the Rgveda, Leiden 1979, pp. 1–2.
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か
で
夢
見
る
こ
と
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
遊
歩
に
お
け
る
陶
酔
状
態
を
た
び
た
び
強
調
し
て
い
る
が

）
18
（

、
そ
れ

は
こ
こ
か
ら
解
釈
し
な
お
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
と
は
迷
い
の
場
所
、
い
や
む
し
ろ
迷
う
と
こ
ろ

に
出
現
す
る
も
の
な
の
だ
と
言
っ
て
お
こ
う
。

4
　
根
源
に
至
る
道

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
方
法

　
夢
の
空
間
に
お
け
る
運
動
体
験
が
迷
う
こ
と
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
目
的
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は

物
を
取
る
た
め
に
手
を
伸
ば
し
、
美
術
館
に
い
く
た
め
に
歩
く
。
つ
ま
り
運
動
は
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
遊
歩
、
あ
る
い
は
迷
う
こ
と
は
、
手
段
‐
目
的
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為
か
ら
逃
れ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
迷
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
手
段
性
が
露
呈
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
実
は
迷
う
こ
と

が
「
純
粋
な
手
段
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
分
析
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
。

　「
純
粋
な
手
段 reines M

ittel

」
と
い
う
語
は
「
暴
力
批
判
論
」
（
一
九
二
一
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る

）
19
（

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て

手
段
‐
目
的
連
関
の
外
部
に
あ
る
よ
う
な
純
粋
な
手
段
を
見
出
す
こ
と
は
、
そ
の
連
関
に
通
常
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
行
為

や
事
象
の
根
源
を
探
り
当
て
る
た
め
の
方
法
0

0

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
法
的
暴
力
は
正
義
の
実
現
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手

段
で
あ
る
。
こ
の
暴
力
の
根
源
を
問
う
に
あ
た
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
手
段
‐
目
的
連
関
の
外
部
に
あ
る
暴
力
は
何
か
と
問

う
。
そ
こ
で
探
し
求
め
ら
れ
る
の
が
純
粋
な
手
段
と
し
て
の
暴
力
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、（
た
と
え
ば
怒

り
の
）
顕
現
と
し
て
の
暴
力
、
さ
ら
に
は
神
々
の
顕
現
と
い
う
暴
力
、
す
な
わ
ち
神
話
的
暴
力
で
あ
っ
た

）
20
（

。
そ
し
て
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
こ
の
よ
う
な
暴
力
を
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
源
で
あ
る
と
み
な
す
。
ま
た
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」

（
一
九
一
六
）
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
目
的
に
規
定
さ
れ
て
な
い
よ
う
な
言
語
が
問
わ
れ
る
こ
と
で
、
純
粋
な
手

段
と
し
て
の
言
語
の
可
能
性
が
探
究
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
名
」、
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
の
根
源
言
語
で
あ
る

）
21
（

。
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手
段
‐
目
的
連
関
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
象
の
根
源

―
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
根
源
は
歴
史
的
起
源
で
は
な
い

―
を
、
そ
れ

が
孕
ん
で
い
る
純
粋
な
手
段
性
の
局
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
方
法
を
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
の

考
察
に
適
用
す
る
と
き
、
ま
さ
に
手
段
‐
目
的
連
関
か
ら
逃
れ
て
い
る
迷
う
と
い
う
出
来
事
、
そ
し
て
そ
の
場
で
あ
る
敷
居
な

い
し
パ
サ
ー
ジ
ュ
に
焦
点
が
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
所
作
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
お
そ
ら
く
純
粋

な
手
段
と
し
て
の
迷
う
こ
と
に
あ
る
種
の
根
源
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
た
だ
、
迷
う
こ
と
そ
の
も
の
が
手
段
‐
目
的
連
関
の
な
か
に
あ
る
運
動
の
根
源
に
あ
る
と
し
て
も
、
十
九
世
紀
固
有
の
経
験

と
し
て
の
迷
う
こ
と
は
、
こ
の
根
源
が
純
粋
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
し
か
に
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
経
験
は
本
質
的
に
迷
う
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
十
九
世
紀
の
経
験
は
太
古
に
根
本
的

に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
根
源
と
し
て
の
迷
う
こ
と
が
、
屈
折
し
た
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
問
題
が
十
九
世
紀
の
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
迷
う
こ
と
は
擬
装
さ
れ
擬
似
的
に
現

わ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
や
都
市
で
の
迷
い
は
、
あ
く
ま
で
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
と
い
う
夢
の
空
間

―
あ
る
い
は
夢
と
現
実
と
の
敷
居
空
間

―
に
お
い
て
人
為
的
に
産
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
狩
猟
に
お
け
る

迷
い
が
持
つ
死
へ
の
危
険
な
ど
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
迷
い
が
産
み
出
さ
れ
る
の
は
、
迷
い
に
よ
っ

て
開
か
れ
る
世
界
と
の
出
会
い
の
仕
方
に
お
い
て
商
品
が
は
じ
め
て
魅
惑
を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
い
わ
ば
資
本
主
義
が
仕
組
ん
だ
ひ
と
つ
の
罠
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

（
18
）
た
と
え
ば
、
以
下
の
断
片
を
参
照
。V

gl. I/1, 525. [M
 1, 3]

（
19
）「
暴
力
批
判
論
」
で
は
、reine M

ittel

と
い
う
複
数
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。V

gl. II/1, 191.

（
20
）V

gl. II/1, 195 ff.

（
21
）
次
の
箇
所
に
手
段
と
し
て
の
言
語
の
批
判
か
ら
「
名
」
の
概
念
に
移
行
す
る
議
論
が
あ
る
。V

gl. II/1, 142 f.
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5
　
通
路
な
る
も
の
へ
の
問
い

　
こ
の
よ
う
な
留
保
を
つ
け
た
う
え
で
も
、
な
お
や
は
り
迷
う
こ
と
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
と
っ
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で

あ
り
続
け
る
。
そ
れ
は
通
路
の
体
験
、
迷
う
こ
と
の
体
験
が
、
私
た
ち
の
生
存
の
根
本
的
な
在
り
方
を
、
歪
ん
だ
か
た
ち
で
は

あ
れ
、
映
し
出
し
て
い
る
か
ら
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
路
に
せ
よ
道
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
世
界
と
の
根
源
的
な
出
会
い
方
に

関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
に
は
、
道
が
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
非
常
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
う
え
、
そ
の
と
き
道

が
生
に
最
も
緊
密
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
充
分
だ
ろ
う
。
道
は
世
界
や
自
然
と
出
会
う
可
能
性
を
切
り

開
く
か
ら
こ
そ
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
は
こ
う
問
う
こ
と
も
で
き
る
。
道
が
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に

な
り
う
る
の
は
、
そ
も
そ
も
生
そ
の
も
の
が
道
な
る
も
の
に
本
質
的
に
関
連
お
り
、
具
体
的
な
道
さ
え
も
こ
の
関
係
に
依
拠
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
道
と
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
結
び
付
き
が
道
に
先
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
問
い
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
枠
組
み
を
大
き
く
越
え
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
察
は
、
こ

の
問
い
へ
と
歩
み
を
進
め
る
た
め
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
彼
は
十
九
世
紀
固
有
の
経

験
を
そ
の
根
柢
か
ら
把
握
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
の
一
連
の
問
題
に
と
っ
て
通
路
な
る

も
の
を
問
う
こ
と
は
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
道
は
目
的
地
へ
と
達
す
る
た
め
の
移
動
の
手
段
で
あ
る
が
、
か
り
に
通
路
が
迷
い

の
場
で
あ
り
、
道
に
対
す
る
純
粋
な
手
段
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
通
路
は
道
の
根
源
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
道
が
生
ま
れ
る
や
い
な
や
、
迷
う
こ
と
は
同
時
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

〈
街
路 Straße

〉
が
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
よ
り
古
い
〈
道 W

eg

〉
に
対
比
さ
せ
て
輪
郭
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
街
路
と
道
は
、
そ
の
神
話
的
な
本
性
に
し
た
が
っ
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
道
は
道
を
踏
み
迷
う
こ
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と
の
不
安
を
伴
っ
て
い
る
。
（V

/1, 647

）﹇P 2, 1

﹈

お
そ
ら
く
、「
道
を
踏
み
迷
う
こ
と
の
不
安 die Schrecken des Irrgangs

」
は
、
潜
在
的
な
通
路
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
と
は
迷
い
の
場
で
あ
る
。
そ
の
と
き
迷
う
こ
と
が
生
そ
の
も
の
な
ら
ば
、
こ
こ
に
パ

サ
ー
ジ
ュ
が
迷
う
こ
と
を
介
し
て
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
道
を
踏
み
迷

う
こ
と
の
不
安
」
と
は
、
た
ん
に
具
体
的
な
道
程
に
伴
う
も
の
な
の
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
に
伴
っ
て
い
る
不
安
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
し
、
み
な
す
べ
き
な
の
だ
。
生
が
迷
い
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
な
含
意
は
な
い
。
生
は

出
来
事
で
あ
り
、
死
へ
の
近
さ
で
あ
り
、
夢
と
現
実
の
境
界
に
あ
る
と
言
う
意
味
で
迷
い
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
パ
サ
ー
ジ
ュ
が
十
九
世
紀
的
な
生
の
刻
印
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
生
を
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
何
よ
り
も
パ
サ
ー
ジ
ュ
が
迷
う
と
い
う
体
験
を
核
心
に
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
生
が
潜
在
的
に
迷
い
で
あ
る
と
い
う
洞
察
に
よ
っ
て
、
迷
い
＝
生
と
い
う
根
源
的
な
状
態
こ
そ
が
、
実
際
の
道
だ
け

で
は
な
く
、
道
な
る
も
の
も
ま
た
生
み
出
す
母
胎
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
い
た
く
な
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
に
と
ど
め
た
い
。
道
と
生
と
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
察
を
深
め
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
両
者
に
と
っ
て
迷
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
上
の
関
係

を
考
え
る
と
き
の
大
き
な
手
掛
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

―
十
九
世
紀
の
救
出

　
最
後
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
迷
う
こ
と
に
見
出
し
た
歴
史
哲
学
的
な
意
義
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
迷
う
こ
と
が
『
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
』
の
枠
組
み
の
な
か
で
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
示
唆
し
て
お
き
た
い
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
十
九
世
紀
的
な
体
験
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が
結
晶
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
最
も
重
要
な
局
面
は
迷
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
は
資
本
主
義
的
な
生
産

手
段
が
支
配
す
る
社
会
の
最
前
線
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
商
品
の
新
し
さ
に
眩
惑
さ
れ
る
と
い
う
経
験
は
迷
う
こ
と
を

前
提
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
た
し
か
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
に
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
十
九

世
紀
と
は
そ
の
よ
う
な
経
験
に
根
柢
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
経
験
の
外
部
は
い
わ
ば
存
在
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
迷
い
つ
つ
商
品
に
眩
惑
さ
れ
る
と
い
う
経
験
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
向
け
て
も
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
も
こ
の
こ
と
を
充
分
に
意
識
し
て
い
た
。
彼
が
試
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
の
批
判
で
は
な
く
、「
救
出 

Rettung

」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
救
出
と
は
極
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
概
念
で
あ
り
、
最
早
そ
の
内
実
に
つ
い
て
論
じ
る
紙

幅
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
十
九
世
紀
的
な
も
の
を
そ
れ
が
最
も
十
九
世
紀
的
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
が
孕
ん
で

い
る
意
味
を
反
転
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
と
言
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
反
転
の
試
み
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
で
は
「
弁
証
法
的

転
覆 dialektischer U

m
schlag

」
や
「
目
覚
め Erw

achen

」
と
呼
ば
れ
て
い
る

）
22
（

。

　『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
い
て
救
出
の
対
象
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
経
験
で
あ
り
、
遊
歩
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
そ
の
核
心
に
迷
う
こ
と
が
存
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
目
覚
め
へ
と
ひ
と
は
ま
っ
す
ぐ
に
向
か
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
目
覚
め
は
、
迷
う
と
い
う
段
階
を
必
然
的
に
通
過
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
転
覆
や
目
覚
め

の
過
程
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
迷
う
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
迷
う
こ
と
と
目
覚
め
と
の
関
連
を
究
明
す
る
こ
と
は
、

曖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
認
識
の
理
論
を
解
明
す
る
た
め
の
最
初
の
作
業
に
な
る
に
違
い
な
い
。

（
22
）V

gl. V
/1, 490 f. [K

 1, 1, K
 1, 3]




