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概
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【
要
旨
】　

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
表
現
主
義
者
や
行
動
主
義
者
の
あ
い
だ
で
「
全
人
間
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
同
胞
愛
や
博
愛
主
義
を
表
明
す
る
概

念
と
し
て
し
ば
し
ば
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
批
評
作
品
『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』
で
「
全
人
間
的
な
も
の
」
を
、
敗
戦
か
ら

一
九
二
〇
年
代
の
経
済
復
興
を
へ
て
、
ふ
た
た
び
世
界
恐
慌
の
経
済
的
混
乱
を
迎
え
る
錯
綜
し
た
時
代
を
象
徴
す
る
概
念
と
し
て
提
示
す
る
と
同
時
に
、
表
現
主
義

の
文
芸
批
評
家
ク
ラ
ウ
ス
の
〈
批
判=
批
評
〉
の
実
践
を
特
徴
づ
け
る
概
念
と
し
て
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
九
二
九
年
頃
か
ら
「〈
批
判=

批
評
〉
の
使
命
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
一
連
の
メ
モ
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
戦
後
文
学
の
状

況
を
戦
争
文
学
と
表
現
主
義
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
を
計
画
し

て
い
る
。
実
際
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
、「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
新
聞
」
や
「
文

学
世
界
」
に
発
表
さ
れ
た
諸
々
の
批
評
作
品
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
そ
の

敗
戦
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
復
興
と
経
済
的
混
乱
を
へ
て
、
国ナ

チ

ズ

ム

民
社
会
主
義
が

台
頭
し
て
い
く
不
穏
な
時
代
状
況
の
な
か
、
こ
れ
ら
二
つ
の
文
学
的
潮
流
を
担

う
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
・「
保
守
革
命
」
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
と
、
表
現
主

義
者
・
行
動
主
義
者
た
ち
の
展
開
す
る
議
論
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一

方
で
、
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
・「
保
守
革
命
」
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
が
犠
牲

と
救
済
の
観
念
と
技
術
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
他
方
で
、
表
現
主
義
者
・

行
動
主
義
者
た
ち
が
敗
戦
に
よ
る
「
罪=

負
債
の
意
識
」
と
神
秘
的
な
平
和

主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
主
張
す
る
の
に
た
い
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
政
治
的

ロ
マ
ン
主
義
・「
保
守
革
命
」
が
唱
え
る
英
雄
主
義
や
「
指フ
ユ
ー
ラ
ー
ト
ゥ
ム

導
者
精
神
」
と
、

表
現
主
義
・
行
動
主
義
が
唱
え
る
「
全
人
間
的allm

enschlich

な
も
の
」
と

い
う
概
念
と
の
あ
い
だ
に
通
底
す
る
精
神
性
を
認
め
、
そ
こ
に
混
乱
す
る
時
代

状
況
を
反
映
す
る
思
潮
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る1

。
以
下
で
は
、後
者
、

す
な
わ
ち
表
現
主
義
・
行
動
主
義
に
た
い
す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
１

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
新
聞
」
や
「
文
学

世
界
」
に
発
表
し
た
諸
々
の
批
評
作
品
の
な
か
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら

一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
時
代
を
支
配
し
た
表
現
主
義
、
行
動
主
義
の
時

代
批
判
的
な
言
説
や
政
治
的
姿
勢
、
な
に
よ
り
そ
の
似
非
平
和
主
義
や
左
翼
急

進
主
義
的
な
精
神
主
義
を
「
革
命
的
な
基
盤
の
な
い
革
命
的
身
振
り
の
擬
態

M
im

ikry

」
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
つ
つ2

、
他
方
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク

1



レ
ー
、
シ
ェ
ー
ア
バ
ル
ト
な
ど
の
表
現
主
義
者
、
な
か
で
も
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ

ス
に
つ
い
て
は
、「
革
命
的
身
振
り
の
擬
態
」
を
そ
の
論
争
術
の
逆
説
的
な
特

徴
と
す
る
批
評
活
動
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
表
現
主
義
の
運
動
に
つ
い
て
、「
革
命
的
な
基
盤
の
な
い
革

命
的
身
振
り
の
擬
態
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
「
平
和

商
品
」（
一
九
二
五
年
、
二
六
年
五
月
「
文
学
世
界
」
に
掲
載
）
で
、
ド
イ
ツ

表
現
主
義
の
劇
作
家
フ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ウ
ン
ル
ー
の
『
ニ
ー
ケ
ー
の
翼
　

あ
る
旅
の
本
』（
一
九
二
五
年
）3

を
、
そ
う
し
た
擬
態
の
典
型
と
し
て
批
判
し

て
い
る
。
ウ
ン
ル
ー
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
貴
族
の
出
身
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
へ

の
ド
イ
ツ
の
参
戦
を
愛
国
主
義
者
と
し
て
熱
狂
的
に
支
持
し
槍
騎
兵
と
し
て
出

征
す
る
が
、
前
線
の
悲
惨
な
戦
場
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ま
た
み
ず
か
ら
も
負

傷
し
た
こ
と
で
、
戦
後
は
平
和
主
義
者
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
ま
ず
な
に
よ
り
問
題
に
す
る
の
は
、「
戦
争
で
指
揮
を
と
り
、
し
か

も
平
和
の
祭
典
で
音
頭
と
り
を
し
よ
う
と
す
る
者
」4

に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
平

和
で
あ
る
と
い
う
点
、
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
人
物
が
戦
争
に
つ
い
て
は
何
も

語
ら
ず
、
自
分
は
平
和
を
愛
し
て
い
る
と
強
調
す
る
点
で
あ
る
。
平
和
を
欲
す

る
者
は
む
し
ろ
戦
争
に
つ
い
て
語
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
戦
争
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
戦
争
を
引
き
起
こ
し
そ
う
な
人
物
や
要
因

に
つ
い
て
、
そ
の
戦
争
の
恐
る
べ
き
手
段
に
つ
い
て
語
る
べ
き
な
の
だ
が
、
ウ

ン
ル
ー
は
仰
々
し
く
い
か
が
わ
し
い
文
体
で
専
制
政
治
と
闘
う
英
雄
的
な
勇
者

の
ご
と
く
振
る
舞
い
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な
「
虚
栄
心
」
か
ら
平
和
主
義
を
唱

え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
開
戦
当
時
、新
聞
に
発
表
し
た
、「
祖
国
の
た
め
に
、

そ
し
て
ド
イ
ツ
の
血
の
た
め
に
」
戦
う
こ
と
を
唱
え
た
「
騎
兵
の
歌
」
に
描
か

れ
た
自
分
の
転
倒
し
た
姿
に
す
ぎ
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
さ
ら
に
ウ
ン
ル
ー
の

こ
の
平
和
主
義
を
、
み
ず
か
ら
の
『
暴
力
批
判
論
』
の
な
か
の
法
と
正
義
の
議

論
に
も
と
づ
い
て
批
判
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
こ
れ
ま
で
依
拠
し
て
き
た
カ
ン

ト
の
平
和
論
は
、「
倫
理
的
な
理
念
」
と
「
法
の
理
念
」
の
誤
っ
て
想
定
さ
れ

た
一
致
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
一
致
が
十
九
世
紀
の

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
「
精
神
」
へ
と
解
消
し
て
い
く
な
か
で
、
ド
イ
ツ
の
平
和
の
観

念
は
神
秘
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
そ

も
そ
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
の
平
和
思
想
は
「
世
俗
的
、
政
治
的
、
法

的
に
代
替
可
能
な
も
の
」
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
仲
裁
裁
判
所
お
よ
び
条
約
を

基
盤
と
す
る
「
平パ

ク

ス

和=

講
和
」
こ
そ
が
国
際
法
の
理
想
で
あ
り5

、し
た
が
っ
て
、

「
無
制
約
的
で
武
装
し
た
平
和
の
法
」
と
「
平
和
的
な
正
義
な
る
も
の
」
と
の

倫
理
的
な
「
抗
争
」
こ
そ
を
問
題
に
す
る
べ
き
な
の
だ
が
、
ウ
ン
ル
ー
は
こ
う

し
た
実
情
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義
的
な
平
和
の
観
念
を

振
り
か
ざ
す
ば
か
り
で
、
平
和
主
義
を
た
ん
な
る
平
和
の
祝
宴
に
還
元
し
よ
う

と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
書
評「
行
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム
ス

動
主
義
の
誤
謬
―
ク
ル
ト
・
ヒ
ラ
ー
の
エ
ッ

セ
イ
集
『
明
る
み
の
な
か
へ
の
跳
躍
』」（
一
九
三
二
年
）
で
、ク
ル
ト
・
ヒ
ラ
ー

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
活
動
を
、
戦
争
の
防
止
や
死
刑
廃
止
へ
の
取
り

組
み
、
左
翼
統
一
戦
線
の
形
成
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
は
評
価
し
つ
つ
も
、
ヒ

ラ
ー
が
唱
え
る
「
精ロ

ゴ

ク

ラ

テ

ィ

ー

神
の
支
配
」、「
精
神
労
働
者
の
支
配
権
」
に
関
す
る
テ
ー

ゼ
は
誤
り
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ヒ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
、

一
九
一
八
年
に
み
ず
か
ら
主
導
す
る
「
精
神
労
働
者
評レ

ー

テ

議
会
」
に
お
い
て
は
じ

め
て
表
明
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
要
求
す
る
「
あ
る
種
の

指フ
ュ
ー
ル
ン
グ

導
」、「
行
動
主
義
の
信
条
表
明
」
に
問
題
が
あ
る
と
い
う6

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

「
精
神
労
働
者
の
支
配
権
」
に
た
い
し
て
異
議
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
と
し

つ
つ
も
、
ヒ
ラ
ー
の
サ
ー
ク
ル
に
認
め
ら
れ
る
「
支
配
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
零

落
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
い
か
に
全
盛
期
の
理
想
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
か
を

2
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暴
露
す
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
し
か
な
い
と
論
じ
る
の
で
あ
る7

。
政
治
に
お
い

て
決
定
的
な
の
は
、
精
神
労
働
者
た
ち
が
展
開
す
る
「
私
的
な
思
考
」
な
ど
で

は
な
く
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
他
の
人
々
の
頭
の
な
か
で
考
え
る

術ク
ン
ス
ト」
に
ほ
か
な
ら
な
い8

。
十
月
革
命
に
お
け
る
多
く
の
知
識
人
に
よ
る
新
政
権

に
た
い
す
る
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、精
神
労
働
者
と
い
う「
こ

の
特
別
な
タ
イ
プ
の
人
間
」
た
ち
は
、
結
局
、
自
分
た
ち
を
清
算
す
る
で
あ
ろ

う
権
力
の
手
中
に
帰
す
る
よ
う
な
方
向
で
し
か
活
動
す
る
こ
と
し
か
で
き
な

い9

。「
人
間
相
互
の
人
間
ら
し
い
関
係
の
表
現
」こ
そ
が「
創
造
的
な
も
の
」、「
生

産
的
な
も
の
」
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
表
現
は
い
ま
や
「
共
同
体
の
生
」
の
な

か
で
死
に
絶
え
、
も
は
や
「
私
人
」
と
い
う
「
エ
ン
ブ
レ
ム
」
の
な
か
に
物
象

化
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る10

。
こ
う
し
た
「
私
人
た
ち
の
無
定
形
な
群
衆
」

を
た
と
え
ば
精
神
労
働
者
の
議
会
に
お
い
て
先
頭
に
立
た
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で

愚
か
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
精
神
労
働
者
が
「
私
人
た
ち
の
無
定
形

な
群
衆
」
の
病
理
的
な
障
害
を
と
り
の
ぞ
き
、
彼
ら
に
そ
の
社
会
的
な
機
能
を

付
与
い
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る11

。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
さ
ら
に
『
生
産
者
と
し
て
の
作
者
』（
一
九
三
四
年
）
で
、ヒ
ラ
ー
の
「
精

神
的
人
間
」
が
ひ
と
つ
の
立
場
を
代
表
す
る
「
あ
る
特
定
の
性
格
的
類
型
の
代

表
者
」
に
す
ぎ
ず
、「
あ
る
特
定
の
職
業
部
門
に
属
す
る
者
」
で
は
な
い
点
に
、

「
こ
の
集
団
形
成
の
原
理
そ
の
も
の
が
反
動
的
な
も
の
」に
と
ど
ま
り
、こ
の「
集

団
の
影
響
」
が
革
命
的
に
は
な
り
え
な
い
要
因
を
認
め
批
判
す
る
の
で
あ
る12

。

　
他
方
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
の
文
芸
批
評
に
も
表
現
主
義
の

特
徴
で
あ
る
「
革
命
的
身
振
り
の
擬
態
」
を
認
め
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
そ
の

独
特
な
論
争
術
に
表
現
主
義
の
最
良
の
成
果
を
見
い
だ
し
、
肯
定
的
に
評
価
し

て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ク
ラ
ウ
ス
論
『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』（
一
九
三
一
年
）

は
、「
全
人
間A

llm
ensch

」、「
デ
ー
モ
ン
」、「
非
人
間U

nm
ensch

」
の
三
章

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま
ず
「
全
人
間
」
を
こ
の
時
代
を

象
徴
す
る
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

　「
全
人
間
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
一
九
一
五
年
に
発
行
さ
れ
た
ク
ラ
ウ
ス
の

雑
誌
『
炬

フ
ァ
ッ
ケ
ル
火
』
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
作
家
の
日
記
』
の
な
か
の
「
ユ
ダ

ヤ
人
問
題
」
の
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
こ
の
翻
訳
の
な
か
に
登
場
す
る
。
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
あ
る
教
養
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
、
あ
な
た
は
民
族
と
し

て
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
憎
悪
し
攻
撃
し
て
い
る
、と
い
う
内
容
の
投
書
を
受
け
と
り
、

そ
の
女
性
に
た
い
し
て
ロ
シ
ア
人
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
た
い
す
る
宗
教
的
憎
悪
は

な
い
と
釈
明
し
つ
つ
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
ロ
シ
ア
人
に
た
い
し
て
も
っ
と
寛
大
で

公
正
で
あ
る
こ
と
―
―
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
は
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
的
な
固
定
観
念
に
溢
れ
て
い
る
―
―
を
要
求
し
、
諸
民
族
の
完
全
な

精
神
的
な
団
結
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
、
と
返
答
し
て
い
る13

。
さ
ら
に

そ
の
よ
う
な
団
結
を
生
み
だ
す
た
め
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
あ
る
若
い
ユ
ダ

ヤ
人
女
性
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
あ
る
ド
イ
ツ
人
老
医
師
の
葬
儀
に
つ
い
て
報

告
し
た
投
書
を
紹
介
す
る
。
そ
の
投
書
は
、
老
医
師
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
ほ
か
、
ロ

シ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
リ
ト
ア
ニ
ア
人
な
ど
多
数
の
民
族
の

住
む
あ
る
小
都
市
で
だ
れ
に
た
い
し
て
も
分
け
隔
て
な
く
献
身
的
に
医
療
を
施

し
た
す
え
亡
く
な
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
牧
師
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
ラ
ビ
に
祝
福
さ

れ
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
出
来
事
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
の
だ
が
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
医
師
を
「
全
人
間A

llm
ensch

（общ
ечеловек

）」
と
呼
び
、

こ
の
出
来
事
に
問
題
の
解
決
の
糸
口
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る14

。

一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一
九
年
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

最
初
の
全
集
が
出
版
さ
れ
、「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
は
『
政
治
論
集
』
の
巻
に
収

め
ら
れ
る15

。
ス
ラ
ブ
人
の
母
親
を
も
ち
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ゴ
ー
ゴ
リ
の
翻

訳
者
で
も
あ
っ
た
評
論
家
ル
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
は
、『
エ
ッ
セ
イ
集
』

3
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（
一
九
二
三
年
）
で
「
全
人
間
」
と
ニ
ー
チ
ェ
の
「
超
人
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
東

洋
的
な
人
間
像
と
西
洋
的
な
人
間
像
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
対
比
的
に
論

じ
、
東
洋
的
な
人
間
像
の
調
和
的
な
側
面
を
強
調
し
て
い
る
が16

、
さ
ら
に
フ
ラ

ン
ツ
・
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ル
、
ク
ル
ト
・
ヒ
ラ
ー
、
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
シ
ョ
イ
な
ど
の

表
現
主
義
や
行
動
主
義
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
当
時
、「
全
人
間
」
は

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
も
ち
い
た
こ
と
ば
と
し
て
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る17

。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
ま
た
、『
知
識
形
態
と
社
会
』（
一
九
二
六

年
）
の
な
か
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
物
質
」
か
ら
「
魂
」
へ
と
、ア
ジ
ア
が
「
魂
」

か
ら
「
物
質
」
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
傾
向
を
し
め
し
つ
つ
人
間
に
と
っ

て
可
能
な
知
識
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
論
じ
、
い
ま
や
新
た
に
「
全
人

間
的
な
総
体
的
知
識
の
発
展
」
に
取
り
組
む
べ
き
段
階
に
達
し
て
い
る
と
、
こ

の
文
化
的
総
合
に
到
達
し
て
は
じ
め
て
「
存
在
可
能
な
全
人
間
的
な
も
の
」
が

誕
生
し
う
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る18

。
ま
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
一
九
二
七
年
十
一

月
五
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
行
っ
た
講
演
「
調
和
の
世
代
に
お
け
る
人
間
」
で
、
や

は
り
ニ
ー
チ
ェ
の
「
超
人
」
と
対
比
し
つ
つ
来
た
る
べ
き
理
想
の
人
間
像
と
し

て
「
全
人
間
」
に
言
及
し
て
い
る
。
講
演
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
つ
う
じ

て
人
類
は
は
じ
め
て
全
体
的
な
体
験
を
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
人
類
の
共

通
の
歴
史
が
は
じ
ま
っ
た
の
だ
と
し
、
人
類
は
さ
ま
ざ
ま
な
力
の
「
調
和=

均
衡A

usgleich

」
を
つ
う
じ
て
「
全
人
間
性
」
へ
と
接
近
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
の
で
あ
る19

。

　
表
現
主
義
、
行
動
主
義
の
作
家
た
ち
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
全
人
間
」
を
、
彼

ら
の
主
張
す
る
「
す
べ
て
の
人
類
に
共
通
す
る
も
の
」、「
同
胞
愛
」
を
表
現
す

る
概
念
と
し
て
言
及
す
る
の
に
た
い
し
て20

、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ス

は
、「
全
人
間
」
を
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る
逆
説
的
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
。
ク
ラ
ウ
ス
自
身
も
、戯
曲『
文
学
あ
る
い
は
お
手
並
み
拝
見
』（
一
九
二
一

年
）
の
第
一
幕
の
最
後
で
、
二
人
の
「
狂
乱
女
」
が
二
つ
の
タ
イ
プ
の
理
想
の

男
に
つ
い
て
議
論
を
戦
わ
せ
る
な
か
で
「
全
人
間
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
も
ち

い
て
い
る21

。
第
一
の
狂
乱
女
が
ク
ラ
ウ
ス
の
よ
う
な
秘
教
的
で
ア
ポ
ロ
的
な
タ

イ
プ
の
男
を
理
想
像
だ
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
第
二
の
狂
乱
女
は
ウ
ン
ル
ー

の
よ
う
な
表
現
主
義
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
「
行ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト

動
主
義
者
」
を
理
想
像
だ

と
し
、
そ
こ
に
「
来
た
る
べ
き
全
人
間
」
の
「
宗
教
創
設
者
の
創
造
的
な
炎
」

を
認
め
る
の
で
あ
る22

。
ク
ラ
ウ
ス
も
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
同
様
に
、
し
ば
し
ば

ウ
ン
ル
ー
の
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
は
戦
意
高
揚
的
な
文
章
を
書
き
な
が
ら
、

戦
後
は
平
和
主
義
者
と
し
て
振
舞
う
そ
の
姿
を
、「
ウ
ン
ル
ー
」
と
題
さ
れ
た

寸
評
を
書
き
、
朗
読
会
で
朗
読
す
る
こ
と
で
皮
肉
っ
て
い
る
が23

、「
全
人
間
」

は
う
わ
べ
だ
け
で
同
胞
愛
や
平
和
主
義
を
唱
え
る
表
現
主
義
者
や
行
動
主
義
者

を
諷
刺
す
る
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
ま
た
、

「
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
論
」（
一
九
三
〇
年
）
の
な
か
で
、
ユ
ン
ガ
ー
が

第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
敗
戦
に
つ
い
て
「
敗
戦
こ
そ
が
ド
イ
ツ

性
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
」
と
主
張
す
る
の
に
た
い
し
て
、
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
理
論
の
根
源
は
「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
全
人
間
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
ら

れ
た
罪=

負
債
の
告
白
」
に
あ
る
と
し
、「
全
人
間
的
な
も
の
」
を
全
人
類
を

包
括
す
る
観
念
と
し
て
も
ち
い
つ
つ
、
そ
こ
に
「
敗
北
を
内
的
な
勝
利
へ
と
倒

錯
的
に
転
倒
す
る
企
て
」
を
、「
戦
争
の
崇
拝
、
神
格
化
」
の
「
症
候
」
を
認

め
批
判
す
る
の
で
あ
る24

。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ク
ラ
ウ
ス
論
の
最
初
の
章
「
全
人
間
」
で
ま
ず
テ
ー
ゼ
と
し

て
叙
述
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
レ
ー
オ
ポ
ル
ト
・
リ
ー
グ
ラ
ー
が
『
カ
ー
ル
・

ク
ラ
ウ
ス
と
そ
の
作
品
』（
一
九
一
九
年
）
の
な
か
で
「
倫
理
的
な
人
格
」、「
調

和
的
に
完
成
さ
れ
た
タ
イ
プ
の
人
間
」
と
し
て
、
ま
た
他
の
ク
ラ
ウ
ス
の
信
奉

者
が
「
博
愛
主
義
者
」
と
し
て
証
明
し
よ
う
し
て
い
る
が25

、
彼
ら
が
論
争
家
ク

4
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ラ
ウ
ス
に
見
い
だ
す
「
全
人
間
性
」
の
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
症
候
」
と
し
て

の
倒
錯
的
な
性
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ク
ラ
ウ
ス
の
そ
う
し
た

「
全
人
間
性
」
を
構
成
す
る
要
因
を
、
彼
の
論
争
術
に
お
け
る
、「
神
学
的
な
尺

度
」に
も
と
づ
く「
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
」に
認
め
、シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
の

「
如

タ

ク

ト

才
な
さ=
妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
」
と
比
較
し
論
じ
て
い
る
。

　「
神
学
的
な
尺
度
」
に
も
と
づ
く
「
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
」

と
は
、
世
間
一
般
に
認
め
ら
れ
た
慣
習
と
は
異
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
な

か
で
臨
機
応
変
に
振
舞
う
才
能
を
い
う
の
で
は
な
く
、
反
対
に
「
社
会
的
な
状

況
」
を
そ
の
ま
ま
「
自
然
の
状
況
」
と
し
て
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
楽
園
の
状
況
」

と
し
て
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
な
の
だ
と
い
う26

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ

う
し
た
能
力
の
背
景
に
は
ク
ラ
ウ
ス
の
抱
い
て
い
る
「
被
造
物
」
の
概
念
が
あ

り
、
そ
の
概
念
と
は
十
七
世
紀
に
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
妥
当

性
を
も
っ
て
い
た
「
思
弁
と
い
う
神
学
的
遺
産
」
を
受
け
継
ぎ
、「
オ
ー
ス
ト

リ
ア
的
世
俗
性
の
全
人
間
的
信
条
」
へ
と
変
貌
を
と
げ
た
も
の
な
の
だ
と
説
明

す
る
。
そ
し
て
こ
の
信
条
に
も
っ
と
も
適
切
な
形
を
与
え
て
み
せ
た
の
が
シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ス
が
動
物
や
植
物
や
子
供
た
ち
を
話
題
に
す
る

と
き
に
は
こ
の
信
条
が
反
響
し
て
い
る
の
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ク
ラ
ウ
ス
論
で
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
石
さ
ま
ざ
ま
』

（
一
八
五
三
年
）
の
序
文
に
つ
い
て
言
及
し
つ
つ
、
自
然
と
人
倫
の
世
界
が
カ

ン
ト
の
倫
理
法
則
と
は
異
な
り
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
あ
く
ま
で
「
被
造
物
の

世
界
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
『
石
さ
ま
ざ
ま
』

の
序
文
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ッ
ベ
ル
が
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
は
「
小
さ
な
も

の
」
ば
か
り
に
目
を
向
け
、
人
間
を
叙
述
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
批
判
し

た
の
に
た
い
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い27

。
シ
ュ
テ
ィ

フ
タ
ー
は
ま
た
そ
れ
以
前
に
、友
人
宛
の
書
簡
（
一
八
四
七
年
八
月
二
十
一
日
）

で
、
詩
人
に
必
要
な
の
は
「
客
観
的
な
人
間
性
を
神
の
摂
理
の
反
映

W
iderschein des göttlichen W

alten

と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ヘ
ッ

ベ
ル
に
は
「
偉
大
な
形
象
、
鮮
烈
な
思
想
、
悲
劇
的
な
閃
光
」
が
認
め
ら
れ
は

す
る
が
、
そ
れ
ら
を
「
神
の
摂
理
の
反
映
」
と
し
て
調
和
さ
せ
る
も
の
が
欠
け

て
い
る
と
批
判
し
て
い
る28

。
さ
ら
に
三
月
革
命
直
後
の
友
人
宛
の
書
簡

（
一
八
四
八
年
五
月
二
十
五
日
）
で
、
た
と
え
自
由
を
も
と
め
る
ば
あ
い
で
あ

れ
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
は
事
態
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、「
節
度
と
自
由

を
そ
な
え
た
人
間
」た
る
こ
と
が
、「
法
則=

掟
へ
の
尊
重
か
ら
服
従
す
る
こ
と
」

が
必
要
だ
と
説
い
て
い
る29

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
述
べ
て
い
る
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
「
思
弁
」
と
い
う
観
念
を
受
け
継
い
だ
「
全
人
間
的
信
条
」
と
は
、
ま
さ

に
「
人
間
性
」
を
自
然
の
な
か
に
「
神
の
摂
理
の
反
映
」
と
し
て
見
い
だ
そ
う

と
す
る
信
条
、「
神
の
摂
理
の
反
映
」
を
自
然
の
「
法
則=

掟
」
の
う
ち
に
認

識
し
よ
う
と
す
る
信
条
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

そ
う
し
た
信
条
の
も
と
に
振
舞
う
能
力
に
、「
社
会
的
な
状
況
」
を
「
楽
園
の

状

況

」

と

し

て

対

応

す

る

シ

ュ

テ

ィ

フ

タ

ー

の

「
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
」
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
し
ば
し
ば
、シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
こ
の
「
神
の
摂
理
の
反
映
」

を
自
然
の
「
法
則=

掟
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
点
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
ク

ラ
ウ
ス
論
の
な
か
で
も
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
『
石
さ
ま
ざ
ま
』
の
序
文
に
つ
い

て
、「
神
聖
な
も
の
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
法
則
と
い
う
控
え
め
で
は
あ
る
が
い

か
が
わ
し
い
概
念
に
席
を
譲
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」30

と
批
判
し
、
そ
れ
に
た
い

し
て
ヨ
ー
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
や
ク
ラ
ウ
ス
を
そ
う
し
た
い
か
が
わ

し
い
神
秘
主
義
に
陥
る
こ
と
の
な
い
正
し
い
感
覚
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
対
比

的
に
論
じ
て
い
る
。
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ヨ
ー
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル 

Ⅲ
』（
一
九
二
九
年
）

の
な
か
で
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
嵐
や
地
震
な
ど
の
大
き
な
現
象
よ
り
も
、
小

川
の
流
れ
や
穀
物
の
生
長
な
ど
の
小
さ
な
現
象
に
こ
そ
偉
大
な
普
遍
性
が
あ
る

と
主
張
す
る
の
に
た
い
し
て
、
ヘ
ー
ベ
ル
が
些
細
な
日
常
的
な
物
語
を
描
き
な

が
ら
、「
大
き
な
も
の
と
小
さ
な
も
の
に
た
い
す
る
正
し
い
感
覚
」
を
そ
な
え
、

さ
さ
や
か
な
も
の
の
神
秘
主
義
に
陥
ら
な
か
っ
た
の
は
、
神
学
の
修
練
に
よ
る

も
の
だ
と
、つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ベ
ル
の
作
品
は
、「
教
化
的
」

で
あ
り
、
そ
の
作
品
が
し
め
す
世
界
の
広
さ
、
精
神
の
広
さ
は
啓
蒙
主
義
と
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
の
精

神
に
震
撼
さ
れ
な
が
ら
南
ド
イ
ツ
の
小
都
市
の
住
民
で
あ
り
つ
づ
け
た
ヘ
ー
ベ

ル
の
作
品
の
核
心
が
あ
り
、「
社
会
主
義
者
」
の
精
神
に
つ
う
じ
る
も
の
が
あ

る
と
評
価
す
る
。
啓
蒙
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
理
念
と
し
て
で
は
な
く
、
世

界
市
民
的
、
啓
蒙
主
義
的
な
思
想
を
も
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
、
浮
浪
者
、

博
愛
家
と
い
っ
た
人
物
類
型
と
、
彼
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
と
の
連
関

と
し
て
作
品
の
な
か
に
現
わ
れ
て
く
る
の
だ
が
、
神
学
者
の
「
態
度
」
と
世
界

市
民
の
「
態
度
」
が
そ
こ
で
は
浸
透
し
あ
っ
て
登
場
す
る
こ
と
が
ヘ
ー
ベ
ル
の

作
品
の
「
比
類
な
い
具
体
性
の
秘
密
」
な
の
だ
と
い
う31

。
ヘ
ー
ベ
ル
の
作
品
で

は
、
市
民
の
職
業
生
活
に
潜
む
「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
な
も
の
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
の
物

語
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
、「
教
訓=

道
徳M

oral

」
が
忍
耐
、
賢
さ
、
人
間

性
と
し
て
叙
述
さ
れ
、
そ
の
作
品
は
商
人
と
い
う
堅
実
な
小
市
民
階
級
に
た
い

す
る
教
化
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る32

。「
倫
理
」
は
こ
う
し
て

「
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
」
の
問
題
と
し
て
、「
美
徳
」
は

「
格
率
」
に
し
た
が
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
沈
着
さ=

当
意
即
妙

G
eistesgegenw

art

」
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
る
。
つ
ま
り
普
遍
的
な
格
率
が
隠

さ
れ
て
い
る
行
為
で
は
な
く
、
市
民
社
会
の
具
体
的
な
状
況
の
な
か
に
人
目
に

つ
か
ぬ
ま
ま
に
内
包
さ
れ
て
い
る
「
沈
着
な=

当
意
即
妙
的
な
」
行
為
こ
そ

が
「
道
徳
的
」
な
の
で
あ
り33

、
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ベ
ル
の
「
教
訓=

道
徳
」
は

「
状
況Situation

」
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
は
じ
め

て
発
見
さ
れ
う
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ

ら

に

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

よ

る

な

ら
、

ヘ

ー

ベ

ル

が

こ

の

「
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
」
を
「
説
教
者
の
態
度
」
の
う

ち
に
具
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
は
「
鎧
の
う
ち
に
秘
め
て
い
る
」
の

だ
と
い
う34

。「
ヨ
ー
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
に
あ
っ
て
は
、

〈
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
〉
の
構
成
的
で
創
造
的
な
側
面

が
最
高
度
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
の
ば
あ
い
に
は
、

〈
如

タ

ク

ト

才
な
さ=

妥
当
な
も
の
に
た
い
す
る
感
覚
〉
の
破
壊
的
で
批
判
的
な
側
面

が
最
高
度
に
展
開
さ
れ
る
」35

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
「
全
人
間
ク
ラ
ウ
ス
」

と
い
う
こ
と
ば
を
も
ち
い
て
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
に
よ
っ
て
無
価
値
な
も
の
と

さ
れ
た
雷
雨
や
稲
妻
、
嵐
や
地
震
を
、「
全
人
間
ク
ラ
ウ
ス
」
は
ふ
た
た
び
神

の
創
造
の
手
へ
と
、
し
か
も
「
人
間
と
い
う
冒
瀆
的
な
存
在
に
た
い
す
る
、
創

造
の
側
か
ら
の
最
後
の
審
判
の
解
答
」
と
し
て
取
り
戻
す
の
だ
と
論
じ
る
。
こ

の
「
全
人
間
ク
ラ
ウ
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
敗
戦
を
内
的
な
勝
利
へ
と
転

倒
す
る
こ
と
で
戦
争
を
神
格
化
す
る
ユ
ン
ガ
ー
の
「
全
人
間
的
」
な
「
罪=

負
債
の
告
白
」
と
同
様
に
、「
全
人
間
」
と
い
う
概
念
の
担
う
倒
錯
的
な
「
症
候
」

と
し
て
の
性
格
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。と
い
う
の
も
、シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
に
と
っ

て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
風
景
が
散
文
の
「
喜
ば
し
い
広
が
り
」
と
重
な
り
あ
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
は
そ
こ
に
六
十
の
新
聞
の
た
め
に
日
々
五
万
本
の

木
々
が
切
り
倒
さ
れ
る
風
景
を
、
地
獄
の
風
景
を
重
ね
あ
わ
せ
る
の
だ
が
、
ク

ラ
ウ
ス
の
信
奉
者
た
ち
が
認
め
る
ク
ラ
ウ
ス
の
「
全
人
間
性
」
と
は
、
ま
さ
に

こ
の
風
景
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
被
造
物
と

6
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は
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
と
同
様
に
、「
創
造
を
映
す
真
な
る
徳
の
鏡
」
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
失
わ
れ
た
時
代
の
彼
方
か
ら
、
す
な
わ
ち
楽
園
か
ら
「
誠
実
、
純
粋
、

感
謝
と
い
っ
た
美
徳
」
が
映
し
だ
さ
れ
る
の
だ
が36

、
ク
ラ
ウ
ス
が
そ
こ
で
見
い

だ
す
「
被
造
物
」
の
特
徴
は
、「
生
み
だ
す
も
の
」
が
「
破
壊
す
る
も
の
」
に
と
っ

て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
、創
造
と
破
壊
が
交
錯
し
あ
っ
て
い
る
点
に
、

し
た
が
っ
て
「
全
人
間
性
」
は
け
っ
し
て
純
粋
な
も
の
に
な
り
え
な
い
点
に
あ

る37

。
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
創
造
と
最
後
の
審
判
と
の
間
の
隔
た
り
は
「
救
済
史

の
成
就
の
過
程
」
で
も
、「
歴
史
的
な
克
服
の
過
程
」
で
も
な
く
、
人
類
は
技

術
を
つ
う
じ
た
被
造
物
と
の
戦
い
に
お
い
て
か
な
ら
ず
敗
北
す
る
と
さ
だ
め
ら

れ
て
い
る38

。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
歴
史
と
は
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
人
間
を
神
の
創

造
か
ら
分
け
隔
て
る
荒
野
に
す
ぎ
な
い
と
、
ク
ラ
ウ
ス
の
作
品
『
人
類
最
後
の

日
々
』
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、「
こ
の
創
造
の
最
後
の
式
典
が
、
世
界
戦
争
で

あ
る
」39

と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ス
の
論
ポ
レ
ミ
ー
ク争
術
は
「
全
人
間
的
」
な
逆
説
性
の
も
と
に

展
開
さ
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
な
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た

ち
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
知
識
で
充
足
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
を
予
感
で

責
め
苛
む
よ
う
に
憎
悪
や
軽
蔑
や
悪
意
の
も
と
に
と
ら
え
る
点
に
あ
る40

。
つ
ま

り
、「
聖
書
の
パ
ト
ス
を
、
ヴ
ィ
ー
ン
の
生
活
の
猥
雑
さ
を
執
拗
に
凝
視
す
る

ま
な
ざ
し
と
交
差
さ
せ
る
こ
と
」41

に
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
へ

と
接
近
す
る
と
き
の
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の
特
徴
が
あ
り
、「
聖
書
の
パ
ト
ス
」

に
も
と
づ
く
そ
の
「
沈
着
さ=

当
意
即
妙
」
が
目
ざ
す
の
は
、状
況
を
解
体
し
、

そ
の
状
況
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
真
の
問
題
提
起
を
発
見
し
、
こ
の
疑
問
を

相
手
に
突
き
つ
け
る
点
に
あ
る
。

　
ク
ラ
ウ
ス
は
一
八
九
九
年
に
ヴ
ィ
ー
ン
で
雑
誌
『
炬
フ
ァ
ッ
ケ
ル

火
』
を
創
刊
し
、

一
九
一
一
年
以
降
、
一
九
三
六
年
の
彼
の
死
に
至
る
ま
で
独
力
で
発
行
し
つ
づ

け
、
彼
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
こ
の
雑
誌
に
発
表
し
て
い
る
。『
炬

フ
ァ
ッ
ケ
ル
火
』

に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ス
の
論
ポ
レ
ミ
ー
ク
争
は
、
も
っ
ぱ
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
多
用
す
る

「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
に
向
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ク
ラ
ウ
ス
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃

発
期
に
、
当
時
の
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
い
だ
で
戦
意
高
揚
の

「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
と
な
っ
て
い
た
「
大
い
な
る
時
代
」
と
い
う
こ
と
ば
を
揶
揄
す
る

反
戦
エ
ッ
セ
イ
「
こ
の
大
い
な
る
時
代
に
」42
（
一
九
一
四
年
）
を
書
い
て
い
る
が
、

ク
ラ
ウ
ス
は
そ
こ
で
「
報
道
を
生
み
だ
す
行
為
」
と
「
行
為
を
惹
き
起
こ
す
報

道
」
と
の
関
係
を
暴
く
こ
と
を
つ
う
じ
て
「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
の
担
う
権
力
の
あ
り
方

を
問
う
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
言
及
し
つ
つ
、「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」

と
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
「
事
物
へ
の
支
配
権
」
を
ふ
る
う
さ
い
の
「
専
横
さ

=

恣
意W

illkür

の
言
語
的
表
現
」43

で
あ
る
と
同
時
に
、
技
術
の
産
物
で
あ
り
、

「
思
想
を
流
通
可
能
な
も
の
に
す
る
商
標
」44

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
が
高
度
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
担
う
権
力

の
扇
動
的
で
波
及
的
な
側
面
を
問
題
に
す
る
の
だ
が
、
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の

特
徴
を
「
事
物
の
剥ブ

ロ

ー

ス

き
出
し
の
存
在
」
に
、
す
な
わ
ち
事
件
、
日
付
、
目
撃
者

に
執
拗
に
着
目
し
、
法
律
、
言
語
、
政
治
に
か
か
わ
る
事
実
を
精
確
に
叙
述
す

る
こ
と
を
つ
う
じ
て
「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
が
担
う
権
力
を
暴
い
て
み
せ
る
点
に
認
め
る

の
で
あ
る45

。

　
　
　
　
　
　
２

　『
炬
フ
ァ
ッ
ケ
ル
火
』
は
当
初
、
唯
美
主
義
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
一
九
三
〇
年

以
降
、
政
治
的
な
方
向
性
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
で
、
ま

ず
「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
に
た
い
す
る
ク
ラ
ウ
ス
の
唯
美
主
義
的
な
〈
批
判=

批
評
〉
の

特
徴
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
ク
ラ
ウ
ス
の
政
治
的
な
〈
批
判=

批
評
〉
に
内
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在
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

　
建
築
家
ア
ー
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
が
「
装
飾
と
犯
罪
」（
一
九
〇
八
年
）
で
実

用
品
と
芸
術
作
品
を
区
別
し
、
実
用
品
で
あ
る
建
築
に
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
こ
と

を
犯
罪
だ
と
告
発
す
る
の
と
同
様
に46

、
ク
ラ
ウ
ス
も
ま
た
情

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

報
と
芸
術
作
品
を

区
別
し
、
ロ
ー
ス
が
装
飾
家
に
た
い
し
て
闘
い
を
挑
ん
だ
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
と
文
学
と
の
境
界
を
覆
い
隠
す
詩
と
散
文
か
ら
な
る
文
芸
欄
を
、
そ
れ

が
芸
術
作
品
を
市
場
で
の
情

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

報
の
流
通
に
奉
仕
す
る
た
め
の
装
飾
品
へ
と
貶
め

た
が
ゆ
え
に
批
判
し
、
さ
ら
に
そ
の
創
始
者
で
あ
る
ハ
イ
ネ
を
告
発
す
る47

。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
う
し
た
「
無
定
見
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
の
化
け
の
皮
を
剥

ぐ
こ
と
こ
そ
が
、
新
聞
界
に
た
い
す
る
ク
ラ
ウ
ス
の
戦
い
の
始
ま
り
だ
っ
た
と

述
べ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
た
い
す
る
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
を
、「
文
士
お
よ

び
娼
婦
と
い
う
存
在
形
式
の
完
全
な
対
応
関
係
」、「
剥
き
出
し
の
精
神
と
い
う

し
る
し
の
も
と
に
あ
る
生
」
と
「
剥
き
出
し
の
性
と
い
う
し
る
し
の
も
と
に
あ

る
生
」
と
の
対
応
関
係
、「
連
帯
関
係
」
を
つ
う
じ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る48

。

ク
ラ
ウ
ス
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
、
な
に
よ
り
精
神
と
性
が
遭
遇
す
る

と
こ
ろ
、
姦
通
や
売
春
な
ど
の
当
時
の
猥
褻
罪
の
訴
訟
を
あ
つ
か
う
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
見
い
だ
す49

。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
正
義

に
た
い
す
る
法
の
反
逆
の
罪=

負
債
」
で
あ
り
、「
概
念
の
存
在D

asein
の
基

盤
を
な
し
て
い
る
こ
と
ば
に
た
い
す
る
概
念
の
反
逆
の
罪=

負
債
」
な
の
だ

と
い
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
あ
る
は
っ
き
り
と
し
た
目
的
が
あ
っ
て
、
個
人

的
な
不
道
徳U

nsittlichkeit

を
普
遍
的
な
不
道
徳
の
問
題
へ
と
発
展
さ
せ
た
も

の
が
、
猥
褻
罪
の
訴
訟Sittlichkeitsprozeß

な
の
だ
」50

、
と
い
う
一
文
を
ク
ラ

ウ
ス
の
エ
ッ
セ
イ
「
子
供
好
き
」（
一
九
〇
五
年
）
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、

姦
通
や
売
春
が
性
を
直
接
、
交
換
の
対
象
と
す
る
が
ゆ
え
に
「
剥
き
出
し
の
性

と
い
う
し
る
し
の
も
と
に
あ
る
生
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
の
に
た
い
し
て
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
う
し
た
性
の
猥
褻
罪
の
訴
訟
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
こ

と
ば
を
市
場
へ
と
流
通
さ
せ
る
行
為
を
「
剥
き
出
し
の
精
神
と
い
う
し
る
し
の

も
と
に
あ
る
生
」
と
性
格
づ
け
、
ク
ラ
ウ
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
を

説
明
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
道
徳
の
問
題
を
法
の
問
題
へ
と
還
元

す
る
だ
け
で
な
く
、
猥
褻
罪
の
訴
訟
を
あ
つ
か
う
こ
と
で
こ
と
ば
を
商
品
と
し

て
売
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
、「
剥
き
出
し
の
性
」
と
「
二
義
的
」
な
連
帯
関
係
を
結
ぶ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
「
剥
き
出
し
の
精
神
」
を
「
魔デ

モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ
。
他
方
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
ク
ラ
ウ
ス
論
の
草
稿
の
な
か
で
、「
精
神
と
性
の
二
義
的
な
交
錯
」
は
、

「
だ
れ
も
が
性
の
対
象
―
―
こ
と
ば
と
女
―
―
の
代
わ
り
に
他
の
対
象
で
満
足

す
る
よ
う
に
」、
ク
ラ
ウ
ス
の
活
動
を
一
貫
し
て
規
定
す
る
根
拠
な
の
だ
と
記

し
、
猥
褻
罪
の
訴
訟
を
批
判
す
る
ク
ラ
ウ
ス
に
も
同
様
に
「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
」
な
側
面

が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る51

。
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の
根
底
に
は
、「
自

慰
」
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
つ
う
じ
て
性
を
充
足
さ
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
論
争
術

が
「
事
物
の
剥ブ

ロ

ー

ス

き
出
し
の
存
在
」
に
固
執
す
る
こ
と
で
精
神
を
満
足
さ
せ
る
と

い
う
、「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
」
な
側
面
が
潜
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
ク
ラ
ウ
ス
は
、「
剥
き

出
し
の
性
」、
猥
褻
罪
の
訴
訟
を
あ
つ
か
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
「
剥
き
出
し

の
精
神
」
の
化
け
の
皮
を
剥
が
し
て
見
せ
る
の
だ
が
、
ク
ラ
ウ
ス
の
そ
の
唯
美

主
義
的
な
論
争
術
に
は
、
同
時
に
、「
自
慰
」
的
に
空
虚
な
幻
想
に
憑
か
れ
て

充
足
す
る
「
自
我
」
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
売
春
は
「
自
然
的
な
形
式
」
で
あ
っ
て
女

の
性
を
社
会
的
に
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
他
方
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
売
春
が
性

の
交
わ
り
と
金
銭
の
や
り
と
り
と
を
交
錯
さ
せ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
点
を
問

題
に
し
、
こ
の
「
二
重
の
自
然
性
と
し
て
の
こ
の
二
重
の
本
性
」、「
二
義
性
」

が
売
春
を
「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
」
も
の
に
し
て
い
る
と
説
明
す
る
。「
新
聞
を
攻
撃
す
る

8

人文公共学研究論集　第 39号



ば
あ
い
も
、
売
春
を
擁
護
す
る
ば
あ
い
も
、
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
社
会
学
的
な

領
域
が
け
っ
し
て
透
明
な
も
の
と
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
彼
が
自
然
に

囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
は
、
解
放
さ
れ
た
―
―
革
命
的
に
変
化
し
た
―
―
自
然
を
規
定
し
実
現
す

る
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
そ
の
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
、
つ
ま
り
、

分
節
さ
れ
て
い
な
い
原
存
在U

rsein

の
う
ち
に
あ
る
、
歴
史
を
も
た
ぬ
太
古

の
自
然
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は

さ
ら
に
、
自
由
と
人
間
性
に
つ
い
て
彼
が
抱
い
て
い
る
理
念
に
も
、
不
明
確
で

無
気
味
な
反
照
を
投
げ
返
し
て
い
る
」52

。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術

に
は
自
由
と
人
間
性
の
理
念
に
お
け
る
「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
」
な
、「
反
動
的
」
な
契
機

が
あ
り
、
ま
さ
に
そ
こ
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
す
る
さ
い
の
不
十
分
さ
が

あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
草
稿
で
、ク
ラ
ウ
ス
が
新
聞
の
腐
敗
の「
社
会
的
基
盤
」、

「
今
日
の
階
級
国
家
に
お
け
る
売
春
の
機
能
」
を
認
識
し
て
い
な
い
と
、
つ
ま

り
売
春
が
ま
さ
に
こ
の
時
代
の
階
級
的
な
諸
関
係
の
な
か
に
み
ず
か
ら
の
「
自

然
的
な
存
在
」
を
生
産
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
誤
っ

て
い
る
と
指
摘
し
、
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の
特
徴
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
純
粋
な
精
神
と
純
粋
な
性
は
彼
の

実
存
の
領
域
で
あ
る
か
ぎ
り
、
完
全
に
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
な
も
の

の
う
ち
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
純
粋
な
精
神
と
純
粋
な
性
を
そ
の
構
造
に

し
た
が
っ
て
見
落
と
す
と
い
う
こ
と
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ

の
領
域
の
内
部
で
展
開
さ
れ
、
こ
の
領
域
を
超
え
で
る
こ
と
は
な
い
が
、
た
え

ず
分
裂
し
、
そ
れ
ら
を
否
認
し
、
そ
れ
ら
を
粉
砕
す
る
彼
の
弁
証
法
的
な
活
動

と
表
裏
一
体
に
あ
る
の
だ
」53

。
つ
ま
り
ク
ラ
ウ
ス
の
唯
美
主
義
的
な
〈
批
判=

批
評
〉
は
、
と
り
わ
け
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
腐

敗
を
暴
く
と
い
う
破
壊
的
な
活
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
だ
が
、
同
時
に

そ
う
し
た
腐
敗
が
生
じ
て
く
る
社
会
的
基
盤
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
点
に
、
そ
の
逆
説
的
な
性
格
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
に
た
い
す
る
批
判
の
政
治
的
な
方
向
性

を
、
ク
ラ
ウ
ス
が
憎
悪
を
な
げ
か
け
る
「
世
論=

公
衆
の
意
見Ö

ffentliche 
M

einung

」を
め
ぐ
る
議
論
に
認
め
、つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
そ
も
そ
も「
公

衆Ö
ffentlichkeit

」
の
「
利
害
関
心
」
は
「
判
決
」
を
つ
う
じ
て
獲
得
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、「
裁
く
公
衆
」
で
な
け
れ
ば
公
衆
の
名
に
値
し
な
い
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、「
意
見M

einung

」
と
は
あ
く
ま
で
私
的
な
も

の
で
あ
り
、「
商
品
流
通
」
に
同
化
さ
せ
う
る
「
偽
り
の
主
観
性
」
と
い
う
性

格
を
も
つ54

。
新
聞
界
が
「
常フ

ラ

ー

ゼ

套
句
」
を
つ
う
じ
て
つ
く
り
だ
す
「
世
論
」
は
、「
公

衆
」
を
流
通
可
能
な
「
意
見
」
へ
と
同
化
さ
せ
る
こ
と
で
「
事
実Sache

」
か

ら
遠
ざ
け
、「
公
衆
」
か
ら
「
事
実
」
を
覆
い
隠
す
こ
と
で
「
裁
く
能
力
」
を

奪
い
、
責
任
能
力
を
も
奪
っ
て
し
ま
う
。『
炬
フ
ァ
ッ
ケ
ル
火
』
は
、
こ
う
し
た
世
論
に
た

い
す
る
「
判
決R

ichtspruch

」
の
宣
告
を
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
世
論
を
つ
く

り
だ
す
新
聞
界
に
た
い
す
る
判
決
の
宣
告
を
迫
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る55

。

だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
ク
ラ
ウ
ス
の
論
ポ
レ
ミ
ー
ク争

術
が
「
人
格
的=

個
人
に
か
か
わ
るpersönlich

批
判
」
と
「
事
実
に
つ
い
て
のsachlich

批
判
」

を
一
体
化
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
な
さ
れ
る
点
を
問
題
に
す
る56

。ク
ラ
ウ
ス
は
、

こ
の
区
別
が
論
ポ
レ
ミ
ー
ク

争
の
評
判
を
貶
め
、
現
代
の
文
学
的
状
況
、
政
治
的
状
況
を
腐

敗
さ
せ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
人
格
的=

個
人
に

か
か
わ
る
こ
と
が
ら
」
と
「
事
実
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
」
と
を
一
体
化
し
た

も
の
と
し
て
批
判
す
る
点
、
書
物
を
手
掛
か
り
と
す
る
よ
り
も
「
人
格
」
を
、

つ
ま
り
、
彼
ら
が
何
を
書
い
た
か
よ
り
も
、
彼
ら
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
拠
り

所
に
す
る
と
い
う
点
に
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
が
ク
ラ
ウ

ス
の
論
争
術
の
「
権
威A

utorität

」
を
も
形
成
し
て
い
る
と
説
明
す
る
の
で
あ

9

ヴァルター・ベンヤミンのクラウス論における「全人間的なもの」の概念（内村）



る57

。
そ
れ
ゆ
え
に
ク
ラ
ウ
ス
は
、「
人
格
」か
ら
遊
離
し
流
通
し
う
る
よ
う
な「
意

見
」を
代
表
す
る
こ
と
が
な
い
し
、代
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い58

。
つ
ま
り
、「
世

論=
公
衆
の
意
見
」
に
は
か
な
ら
ず
な
ん
ら
か
の
い
か
が
わ
し
さ
が
つ
き
ま

と
う
と
し
て
も
、
そ
れ
な
し
に
は
政
治
的
な
社
会
変
革
を
可
能
に
す
る
言
論
も

形
成
し
え
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
「
世
論=

公
衆
の
意
見
」
の
い
か
が
わ

し
さ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
個
別
的
な
事
実
や
私
的
な
立
場
を
超
え
た
議
論
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
、
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の
問
題
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ク
ラ
ウ
ス
の
そ
の
よ
う
な
無
際
限
の
権
威
を
し
る
し
づ
け

て
い
る
の
は
、「
立
法
権
と
執
行
権
と
の
合
一
」
で
あ
る
と59

、
そ
し
て
こ
の
合

一
が
も
っ
と
も
緊
密
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
言
語
論
」
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
「
言
語
論
」
は
ク
ラ
ウ
ス
の
「
権
威
」
を
も
っ
と
も
決
定
的
に
表
現
す

る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ク
ラ
ウ
ス
は
「
こ
の
大
い
な
る
時
代
に
」
の
な

か
で
、
新
聞
は
「
行
為
と
は
遂
行
さ
れ
る
よ
り
も
さ
き
に
ま
ず
報
道
さ
れ
る
も

の
だ
と
い
う
外
見
を
い
つ
も
生
じ
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が60

、
ク
ラ
ウ
ス
の

論
争
術
の
特
徴
は
こ
の
言
語
と
行
為
と
の
「
無
気
味
な
一
致
」
を
強
調
し
、
そ

の
い
か
が
わ
し
さ
を
暴
い
て
見
せ
る
点
に
あ
る
。
だ
が
、こ
の
一
致
は
同
時
に
、

ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
の
根
底
に
あ
る
言
語
論
の
「
権
威
」
を
形
成
し
て
い
る
も

の
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
「
権
威
」
は
、
バ
ロ
ッ
ク
論
で
は
「
専
制
君
主
の
決

断
力
の
な
さ=

優
柔
不
断Entschlußunfähigkeit

」
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
ま
た

暴
力
批
判
論
で
は
「
法
措
定
的
暴
力
」
と
「
法
維
持
的
暴
力
」
と
を
「
亡
霊
的

gespenstisch

」
に
混
合
さ
せ
た
警
察
権
力
の
い
か
が
わ
し
さ
と
し
て
問
題
に

さ
れ
て
い
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
客
観
的
」
な
新
聞
、「
党
派
的
で
な
い
報
道

伝
達
」
と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ

る
。
新
聞
は
「
権
力
の
ひ
と
つ
の
道
具
」
で
あ
り
、
と
り
わ
け
高
度
資
本
主
義

社
会
で
は
新
聞
が
何
を
支
持
し
て
い
る
か
と
い
う
目
的
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ

う
に
支
持
し
て
い
る
か
と
い
う
手
段
に
お
い
て
も
、
つ
ま
り
市
場
に
お
け
る
流

通
過
程
に
お
い
て
も
、
新
聞
は
権
力
を
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
格
に

か
か
わ
る
こ
と
が
ら
」
と
「
事
実
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
」
を
区
別
せ
ず
「
全

人
格
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
権
威
」
に
お
い
て
論
争
す
る
ク
ラ
ウ
ス
の
姿
勢
を

賞
賛
し
、
高
度
資
本
主
義
社
会
を
克
服
す
る
べ
く
「
楽
園
の
全
人
間
性
」
を
新

た
に
回
復
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
も
、
さ
ら
な
る
空
虚
な
「
亡
霊
的
」
な
権
力

に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ク
ラ
ウ
ス
の
信
奉
者

た
ち
が
そ
の
師
の
活
動
の
な
か
で
讃
え
る
「
純
粋
な
精
神
」
な
る
も
の
は
幻
影

で
あ
り61

、「
虚
栄
心
」
こ
そ
が
そ
の
論
争
術
が
形
成
す
る
「
権
威
」
の
本
質
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。「
彼
の
論
争
術
は
、
か
ね
て
よ
り
、
も
っ
と
も
進
歩
し
た

手
段
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
暴
露
の
技
術
と
、
太
古
の
術
策
を
駆
使
す
る
自
己
表

現
の
技
術
と
の
、
最
高
度
に
緊
密
な
組
み
合
わ
せ
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

ま
た
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
二
義
性
を
つ
う
じ
て
デ
ー
モ
ン
の
姿
が
露
わ
に

な
る
。
つ
ま
り
、
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
と
他
人
の
仮
面
を
剥
ぐ
こ
と
が
そ
こ

で
互
い
に
交
錯
し
合
っ
て
、
つ
い
に
自
己
の
仮
面
を
剥
ぐ
こ
と
に
な
る
の
だ
」62

。

つ
ま
り
、
ク
ラ
ウ
ス
の
暴
露
の
技
術
と
し
て
の
論
争
術
は
、
同
時
に
自
己
表
現

と
し
て
み
ず
か
ら
の
権
威
を
し
め
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
権
威
は
「
虚

栄
心
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
し
め
さ
れ
る
と
、
ク
ラ
ウ
ス
の
文
体
を
支
え
る
力

と
は
、「
彼
が
み
ず
か
ら
心
の
う
ち
に
思
い
え
が
い
て
い
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
」、

つ
ま
り
「
虚
栄
心
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
が
形
成
す
る

「
権
威
」
に
は
、「
屈
服
さ
せ
た
敵
」
の
な
か
に
自
己
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
倒

錯
的
な
性
格
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
倒
錯
的
な
性
格
を

「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
な
も
の
」
と
呼
び
、
と
り
わ
け
「
虚
栄
心
」
こ
そ
が
ク
ラ
ウ
ス
の

「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
」
な
本
質
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
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暴
露
の
技
術
と
自
己
表
現
の
技
術
を
交
錯
さ
せ
る
ク
ラ
ウ
ス
の
論
争
術
は
、

「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
」
な
「
虚
栄
心
」
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
そ
の
精
神
は
け
っ
し
て
純
粋

な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
し
か
し
同
時
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま
た
、
自
己
を
表

現
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
論
争
相
手
の
仮
面
を
剥
ぐ
そ
の
論
争
術
の
「
擬
態
」

の
「
身
振
り
」
に
、
表
現
主
義
者
ク
ラ
ウ
ス
の
文
芸
批
評
の
決
定
的
な
意
義
を

認
め
る
。
ク
ラ
ウ
ス
論
の
草
稿
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
ク

ラ
ウ
ス
の
文
芸
批
評
の
本
質
的
な
構
成
要
素
は
表
現
主
義
の
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
一
方
で
彼
自
身
の
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
な
憑
依=

熱
狂
の
、
他
方
で
真
正
さEchtheit

に
た
い
す
る
彼
の
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
感
覚
の
所
産
な
の
で
あ
る
」63

。
つ

ま
り
、
論
争
相
手
の
ど
ん
な
態
度
を
も
見
逃
さ
な
い
「
擬
態
」
の
「
身
振
り
」、

「
俳
優
的=

身
振
り
的
な
も
のdas M

im
ische

」、
そ
の
「
魔デ
モ
ー
ニ
シ
ュ

神
的
な
多
重
人
格

性
」
を
つ
う
じ
て
、「
紛
い
も
の=

真
正
で
な
い
も
のdas U

nechte

の
化
け
の

皮
を
剥
ぐ
こ
と=

剥
き
出
し
に
す
る
こ
と
」
が
、
ク
ラ
ウ
ス
の
文
芸
批
評
の

本
質
だ
と
い
う
の
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
に
、
こ
の
時
代
の
保
守
主
義
と

ロ
マ
ン
主
義
が
主
張
す
る
英
雄
主
義
や
指フ
ュ
ー
ラ
ー

導
者
原
理
と
秘
教
的
な
技
術
崇
拝
に

対
抗
す
る
、
ま
た
表
現
主
義
や
行
動
主
義
の
主
張
す
る
平
和
主
義
や
博
愛
主
義

に
通
底
す
る
「
全
人
間
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
を
そ
の
内
部
か
ら
批
判
す
る
、

〈
批
判=

批
評
〉
の
理
論
と
実
践
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る64

。

1
　 

表
現
主
義
、
行
動
主
義
の
芸
術
運
動
は
、
一
九
一
〇
年
に
創
刊
さ
れ
た
「
シ
ュ
ト
ゥ

ル
ム
」
誌
や
一
九
一
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
「
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
誌
な
ど
の
雑
誌
を
中

心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
」
誌
の
創
刊
号
で
は
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
が

巻
頭
エ
ッ
セ
イ
「
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
を
書
き
、
さ
ら
に
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
、
エ
ル
ゼ
・

ラ
ス
カ
ー=

シ
ュ
ー
ラ
―
、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
デ
ー
ブ
リ
ー
ン
な
ど
が
執
筆
協
力
者
と

し
て
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
急
進
左
派
思
想
を
代
表
す
る
雑
誌
と
見
な
さ
れ
た

「
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
誌
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
プ
ェ
ム
フ
ァ
ー
ト
が
編
集
者
兼
発
行
者
を
つ

と
め
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ハ
イ
ム
、
ク
ル
ト
・
ヒ
ラ
ー
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
な
ど
が
同
誌

に
寄
稿
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
引
用
は
、
著
作
に
つ
い
て
はW

alter B
enjam

in: 
G

esam
m

elte Schriften. Frankfurt a.M
. 1972ff.

（
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る
巻
数
、
ペ
ー
ジ

数
で
示
す
。）
ま
た
翻
訳
の
該
当
箇
所
は
、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
か
ら
、

以
下
の
よ
う
に
略
記
し
、
巻
数
、
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』:

『
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
全
七
巻
、
浅
井
健
二
郎
責
任
編
集
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五

年
―
二
〇
一
四
年
。

2
　 V

gl. B
enjam

in, G
S V

I 175.

3
　 U

nruh, Fritz von: Flügel der N
ike. Säm

tlische W
erke B

d.7. B
erlin 1979.

ウ
ン

ル
ー
は
そ
の
後
、
一
九
三
一
年
に
は
社
会
党
の
準
軍
事
組
織
「
鉄
の
戦
線
」
と
と
も
に
、

ナ
チ
ス
党
と
保
守
・
右
派
政
党
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
ハ
ル
ツ
ブ
ル
グ
戦
線
に
対
抗
す

る
が
成
功
せ
ず
、
翌
年
三
二
年
に
亡
命
し
て
い
る
。

4
　 B

enjam
in, Friedensw

are, G
S III 25.

（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
四
巻
、
五
二
六
頁
）

5
　 V

gl. ebd., G
S III 24.

（
同
書
、
五
二
五
頁
、
参
照
）

6
　 V

gl. B
enjam

in, D
er Irrtum

 des A
ktivism

us. Zu K
urt H

iller Essaybuch „D
er 

Sprung ins H
elle“

, G
S III 350.

（
同
書
、
六
一
七
頁
、
参
照
）

7
　 V

gl. ebd., G
S III 351.

（
同
書
、
六
一
八
頁
、
参
照
）

8
　 V

gl. ebd., G
S III 351.

（
同
書
、
六
一
九
頁
、
参
照
）

9
　 V

gl. ebd., G
S III 352.

（
同
書
、
六
二
〇
頁
、
参
照
）

10
　 V

gl. ebd., G
S III 352.

（
同
書
、
六
二
〇
頁
、
参
照
）

11
　 V

gl. ebd., G
S III 352.

（
同
書
、
六
二
〇
―
一
頁
、
参
照
）

12
　 V

gl. D
er A

utor als Produzent – A
nspruch im

 Institut zum
 Studium

 des 
Faschism

us in Paris am
 27. A

pril 1934, G
S II 690.

（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
五
巻
、
三

九
八
―
九
頁
、
参
照
）

13
　 V

gl. K
raus, K

arl: D
ie Judenfrage. Von F. M

. D
ostojew

ski. 

（1877

） D
ie Fackel. 

N
r.413-417. W

ien D
ezem

ber 1915, S.49ff. 

フ
ィ
ヨ
ー
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
・

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
』
第
十
八
巻
『
作
家
の
日
記
Ⅱ
』、
新

潮
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
五
―
三
七
三
頁
、
参
照
（Ф

.М
. Д

остоевский: дневник 
писателя. полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25. 1983, С

. 74-
88.

）。

14
　 V

gl. ebd., S.69ff. 

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
で
は
、「
全
体
的
人
間общ

ечеловек

」、「
共

通
の
人
間общ

ие человек

」と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、

前
掲
書
、
三
七
三
―
三
八
〇
頁
、
参
照
（Ф

.М
. Д

остоевский: дневник писателя. 
полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25. 1983, 88c, 92c.

）。
さ
ら
に

11

ヴァルター・ベンヤミンのクラウス論における「全人間的なもの」の概念（内村）



や
は
り
『
作
家
の
日
記
』
の
な
か
の
「
プ
ー
シ
キ
ン
論
」
で
は
、ロ
シ
ア
人
の
使
命
は
「
真

の
ロ
シ
ア
人
」、「
完
全
な
ロ
シ
ア
人
」
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
全
世
界
的
」
な
、

す
べ
て
の
人
び
と
の
「
同
胞
」
に
な
る
こ
と
、「
全
人всечеловек

」
に
な
る
こ
と
だ
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
』
第
一
九
巻
『
作
家
の
日
記
Ⅲ
』、
新

潮
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
四
四
頁
参
照
（Ф

.М
. Д

остоевский: дневник писателя. 
полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 26. 1984, 147c.

）。

15
　 V

gl. D
ostojew

ski, F.M
.: G

esam
tausgabe. Piper Verlag, M

ünchen 1906-1919.

ク

ラ
ウ
ス
は
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
』
を
掲
載
し
た
翌
年
の
『
炬

フ

ァ

ッ

ケ

ル火
』
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
全
集
の
紹
介
を
し
て
い
る
。V

gl. K
raus, K

arl: N
otizen. D

ie Fackel. N
r.418-422. 

W
ien M

ärz 1916, S.47f.

16
　 K

assner, R
udolf: G

ogol, in; Essays Leipzig 1923, S.27ff.

17
　 

た
と
え
ば
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ル
は
ヒ
ラ
ー
宛
の
公
開
書
簡
で
、
党
派
的
な
行
動
に
訴
え
る

ヒ
ラ
ー
の
よ
う
な
行
動
主
義
者
に
た
い
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
全
人
間
に
つ

い
て
の
あ
の
有
名
な
手
紙
」
を
も
う
一
度
読
む
よ
う
に
う
な
が
し
て
い
る
。V

gl. 
W

erfel, Franz: D
ie christliche Sendung. O

ffener B
rief an K

urt H
iller. Tätiger G

eist! 
M

ünchen 1918, S.221; Scheu, R
obert: D

as W
ahrheitsam

t. D
as Tage-B

uch H
eft  21 

 Jahrg. 1  B
erlin 1920, S.704; H

iller, K
urt: B

rauchen w
ir eine R

eichsw
ehr. D

as Tage-
B

uch. H
eft  29  Jahrg.  3  B

erlin 1922, S.1022; K
rasu, O

tto: Flaubert und D
ostojew

ski. 
D

ie W
eissen B

lätter. N
r7. M

ärz 1914, S.670.

18
　 V

gl. Scheler, M
ax: D

ie W
issensform

en und die G
esellschaft, B

ern 1960, S.146.

（
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
ー
ラ
―
『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
』
第
十
一
巻
、
浜
井
修
他
訳
、
白
水

社
、
一
九
七
八
年
、
二
一
七
―
八
頁
、
参
照
）

19
　 V

gl. Scheler, M
ax: D

er M
ensch im

 W
eltalter des A

usgleichs, in; Philosophische 
W

eltanschauung. B
onn 1929, S.55ff.

（
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作

集
』
第
十
三
巻
、
亀
井
裕
他
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
、
一
七
五
―
一
八
七
頁
、
参
照
）

20
　 

た
と
え
ば
ク
ル
ト
・
ピ
ン
ト
ゥ
ス
が
編
纂
し
た
『
人
類
の
薄
明
』
の
「
序
」
を
参
照
。

V
gl. Pinthus, K

urt: Zuvor, in: Theorie des Expressionism
us. Stuttgart 1998, S.80ff.

21
　 K

raus, K
arl: Literatur oder m

an w
ird doch da sehn, in: W

erke von K
arl K

raus. 
hrsg. v. H

einrich Fischer. B
d.  14  , M

ünchen/W
ien 1967, S.7ff. 

そ
も
そ
も
ク
ラ
ウ
ス

の
こ
の
戯
曲
は
、
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ル
が
ク
ラ
ウ
ス
を
風
刺
す
る
戯
曲
『
鏡
人
』（
一
九
二
〇

年
）
を
発
表
し
た
こ
と
に
応
酬
す
る
か
た
ち
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、戯
曲
で
は
、ヴ
ェ

ル
フ
ェ
ル
を
モ
デ
ル
に
し
た
主
人
公
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
が
、
文
学
界
で
成
功

を
収
め
る
べ
く
父
や
「
無
定
見
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
策
略
を

練
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

22
　 V

gl. ebd., S.30ff.

23
　 V

gl. K
raus, K

arl: U
nruh. D

ie Fackel. N
r.679-685. W

ien M
ärz 1925, S.11f. 

実
際

に
ウ
ン
ル
ー
は
、「
隣
人
愛
を
唱
え
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
トdie D

ilettanten der 
M

enschenliebe

」
と
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。

24
　 B

enjam
in, Theorien des deutschen Faschism

us 

（1930

）, G
S III 240ff.

（「
ド
イ
ツ
・

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
論
」『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
四
巻
、
五
六
九
―
七
三
頁
）

25
　 V

gl. B
enjam

in, G
S II 345.

（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
二
巻
、
五
〇
六
頁
、
参
照
）

26
　 V

gl. ebd. G
S II 339.

（
同
書
、
四
九
五
頁
、
参
照
）

27
　 

ヘ
ッ
ベ
ル
は
、
一
八
四
九
年
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
誌
に
掲
載
さ
れ
た
『
古
い
自
然
詩

人
た
ち
と
新
し
い
自
然
詩
人
た
ち
』
と
い
う
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
な
ど
の
自
然
詩
人
を

揶
揄
す
る
エ
ピ
グ
ラ
ム
を
書
い
て
い
る
。V

gl. H
ebbel, Friedrich: D

ie alten 
N

aturdichter und die neuen. Friedrich H
ebbel’s säm

m
tliche W

erke. B
d.8, H

am
burg 

1867, S.127.

28
　 V

gl. Stifter, A
dalbert: B

rief an A
urelius B

uddeus 21. A
ugust 1847, in: A

dalbert 
Stifters Leben und W

erk. In B
riefen und D

okum
enten. Frankfurt a.M

. 1962, 186f.

（『
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
作
品
集
』
第
四
巻
、
高
木
久
雄
他
訳
、
松
籟
社
、
一
九
八
四
年
、

一
七
五
頁
、
参
照
）

29
　 V

gl. Stifter, B
rief an G

ustav H
eckenast 25. M

ai 1848, ebd., 200f.

（
同
書
、
一
九

六
―
七
頁
、
参
照
）

30
　 V

gl. B
enjam

in, G
S II 340.

（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
二
巻
、
四
九
七
頁
、
参
照
）

31
　 V

gl. B
enjam

in, G
S II 636.

（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
四
巻
、
八
一
頁
、
参
照
）

32
　 V

gl. ebd., G
S II 639.

（
同
書
、
八
六
頁
、
参
照
）

33
　 V

gl. ebd., G
S II 640.

（
同
書
、
八
八
頁
、
参
照
）

34
　 V

gl. B
enjam

in, G
S II 339.

（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
二
巻
、
四
九
五
頁
、
参
照
）

35
　 Ebd., G

S II 339.

（
同
書
、
四
九
四
頁
）

36
　 V

gl. ebd., G
S II 341.

（
同
書
、
四
九
八
頁
、
参
照
）

37
　 V

gl. ebd., G
S II 350.

（
同
書
、
五
一
六
頁
、
参
照
）

38
　 V

gl. ebd., G
S II340f.

（
同
書
、
四
九
七
頁
、
参
照
）

39
　 Ebd., G

S II 341.

（
同
書
、
四
九
八
頁
）

40
　 V

gl. ebd., G
S II 353.

（
同
書
、
五
二
二
頁
、
参
照
）

41
　 Ebd., G

S II 337.

（
同
書
、
四
九
一
頁
）

42
　 K

raus, K
arl: In dieser großen Zeit. D

ie Fackel. N
r. 

404 D
ezem

ber 1914.
43
　 B

enjam
in, G

S II 335.

（
同
書
、
四
八
八
頁
）

44
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四
八
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46
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