
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
と
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
ラ
ー

︱
︱
﹁
占
星
術
的
﹂
芸
術
観
と
ナ
チ
ズ
ム
︱
︱

石

田

圭

子

序
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
詩
人
と
し
て
つ
と
に
有
名
な
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン

︵
一
八
八
六

一
九
五
六
︶
は
、
ナ
チ
ス
を
支
持
し
た
詩
人
と
し
て
も
知
ら
れ

−

て
い
る
。
表
現
主
義
は
一
般
に
、
ナ
チ
ス
が
開
催
し
た
退
廃
芸
術
展
に
よ
っ
て

弾
圧
さ
れ
た
と
い
っ
た
事
実
な
ど
か
ら
、
ナ
チ
ズ
ム
と
敵
対
し
た
と
い
う
印
象

を
持
た
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
今
日
で
は
、
表
現
主
義

と
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
係
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
お
り
、
ベ
ン
は
そ

1

の
代
表
的
存
在
と
し
て
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

2

一
方
、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
ラ
ー
︵
一
八
八
七

一
九
六
八
︶
は
、
ベ

−

ン
と
同
じ
時
代
を
生
き
た
美
学
者
・
哲
学
者
・
教
育
学
者
で
、
ナ
チ
ス
の
教

育
・
文
化
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

彼
の
世
界
観
・
歴
史
観
は
、
後
に
ヒ
ト
ラ
ー
や
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ

ル
ク
が
展
開
し
た
民
族
主
義
的
世
界
観
の
先
触
れ
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
ボ
イ

ム
ラ
ー
は
ベ
ル
リ
ン
で
行
わ
れ
た
焚
書
の
際
に
は
、
そ
の
陣
頭
に
立
っ
て
指
揮

を
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
、
ナ
チ
ス
の
思

想
の
形
成
に
寄
与
し
、
実
際
の
政
策
に
も
携
わ
っ
た
﹁
御
用
学
者
﹂
で
あ
っ
た

と
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
ナ
チ
ズ
ム
の
美
学
や
思
想
研
究

が
は
か
ば
か
し
く
進
展
し
て
い
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
表
現
主
義
と
ナ
チ

3

ズ
ム
の
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
美
学
上
の
関
連
性
は
厳
密

に
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
論
の
目
的
は
、
ベ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
思
想

を
比
較
し
て
、
両
者
の
美
学
の
接
近
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
作
業
を
通
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
と
表
現
主
義
、
ひ
い
て
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の

間
の
秘
め
ら
れ
た
関
係
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

両
者
の
接
近
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
解
釈
な
ど
い
く

つ
か
の
点
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
回
は
と
く
に
両
者
の
特
異
な
歴
史

4

哲
学
に
基
づ
い
た
芸
術
観
と
そ
の
近
似
に
着
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
彼
ら
の
歴
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史
観
お
よ
び
芸
術
観
を
﹁
占
星
術
的
︵astrologisch

︶﹂
と
い
う
言
葉
で
特
徴

づ
け
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
言
う
﹁
占
星
術
的
﹂
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

﹁
神
話
的
﹂
の
幻
惑
連
関
が
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
。

﹁
神
話
﹂
と
は
こ
れ
ま
で
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
や
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
は
じ
め
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
そ
の
都
度
、

別
の
意
味
内
容
を
持
つ
き
わ
め
て
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
﹁
神

話
的
﹂
と
は
、
神
話
の
﹁
象
徴
﹂﹁
実
在
化
﹂﹁
因
果
的
分
析
の
無
効
化
﹂
と
い

う
側
面
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
り
、﹁
形
象
の
背
後
に
何
か
深
い
真
の
意
味
が

含
ま
れ
て
い
る
と
信
じ
、
そ
れ
へ
の
直
観
に
基
づ
い
て
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
態
度
﹂
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
﹁
神
話
﹂
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
﹁
占
星
術

的
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
占
星
術
は
無
定
形
な
星
の

並
び
と
運
行
に
名
と
秩
序
を
与
え
、
星
座
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
背
後
に
人
間
の

運
命
を
決
定
づ
け
る
真
理
の
存
在
を
前
提
し
、
そ
れ
を
洞
察
し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
、
黄
道
十
二
宮
と
人
間
の
生
の
営
み
と
の
間
に
密
接
な
関
係
を
見
出

し
、
星
の
運
行
が
人
間
の
現
実
の
生
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
、
巨

大
な
宇
宙
的
力
が
地
上
に
お
い
て
実
現
さ
れ
、
表
現
を
見
出
す
と
信
じ
る
の
で

あ
る
。

ボ
イ
ム
ラ
ー
は
歴
史
を
星
の
運
行
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
決

定
論
的
な
必
然
的
過
程
と
し
て
理
解
し
、
さ
ら
に
芸
術
を
、
あ
た
か
も
星
座
の

よ
う
に
、
所
与
の
深
遠
な
る
真
理
を
表
す
と
と
も
に
、
現
実
の
歴
史
を
直
接
的

に
照
ら
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
た
。
そ
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
に
接
近
し
た

ベ
ン
も
ま
た
、
そ
れ
と
近
似
し
た
芸
術
観
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

﹁
占
星
術
的
﹂
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
﹁
神
話
﹂
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
と
き

に
付
加
さ
れ
る
意
味
内
容
は
、﹁
決
定
論
﹂
的
性
格
、
お
よ
び
因
果
的
分
析
を

一
切
拒
否
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
象
徴
と
歴
史
の
﹁

短

絡

シ
ョ

ー
ト
カ
ッ
ト

﹂
あ
る
い
は

﹁
野
合
﹂
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
え
て
ベ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
芸
術
観
に
つ
い
て
﹁
占
星
術
的
﹂
と

い
う
言
葉
を
適
用
す
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
第
一
に
は
、
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
自
身
が

自
ら
の
歴
史
哲
学
を
語
る
な
か
で
﹁
占
星
術
的
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
こ
れ
も
後
に
述
べ
る
が
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
大
き

な
影
響
を
受
け
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
に
も
見
出
さ

れ
る
も
の
で
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
み
に
限
定
さ
れ
る
特
殊
な
概
念
使
用
で
は
な

く
、
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
同
じ
よ
う
な
意
味
内
容
で
の
﹁
占
星
術
﹂
へ
の
強
い
関
心
は
、
当
時
の
オ

カ
ル
ト
的
思
想
、
例
え
ば
神
智
学
や
ユ
ン
グ
の
心
理
学
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
占
星
術
﹂
へ
の
興
味
の
背
後
に
は
、
お
そ
ら
く
、
混
乱
し

5

た
社
会
の
な
か
で
不
変
の
真
理
と
指
標
を
見
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、﹁
占
星
術
﹂
へ
の
関
心
の
拡
大
は
、
そ
の
時
代
の
衝

動
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
、
真
理
を
含
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
と
を
、
分
析
や
媒

介
抜
き
に
、
直
観
的
洞
察
に
よ
っ
て
直
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
想
像
力
の
流
布
を

も
示
し
て
い
る
。
こ
の
幻
惑
的
な
想
像
力
は
ベ
ン
や
ボ
イ
ム
ラ
ー
、
そ
し
て
ナ

チ
ズ
ム
が
共
存
し
た
時
代
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
精
神
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、﹁
占
星
術
的
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
ベ
ン
や
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
芸
術
観
を
、
そ
う
し
た
時
代
的
背
景
か
ら
生
ま
れ

た
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
そ
れ
は
、
そ
の
時
代
性
お
よ
び
幻
惑
の
強
化
、﹁
決
定
論
﹂
的
性
格
と

﹁

短

絡

シ
ョ

ー
ト
カ
ッ
ト

﹂
に
お
い
て
、
よ
り
一
般
的
か
つ
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
う
る
と
思
わ

れ
る
神
話
的
芸
術
観
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
．
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
芸
術
観

ボ
イ
ム
ラ
ー
の
芸
術
観
を
理
解
す
る
う
え
で
、
彼
の
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
研

究
﹃
神
話
的
な
時
代
﹄︵D

as
M

ythische
W

eltalter

︶
と
そ
れ
に
基
づ
く
神
話

理
解
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
論
は
同
時
に
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
神
話
観
お
よ
び
芸
術
観
を
語
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
そ
の
な
か
で
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
従
っ
て
、
ホ
メ

ロ
ス
の
詩
や
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
を
た
だ
単
に
審
美
的
に
扱
う
の
は
誤
り
で
あ
り
、

そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
象
徴
か
ら
民
族
の
深
層
の
生
と
精
神
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
神
話
観
こ
そ
、
彼
の
芸
術
観
の
根
幹
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
独
特
な
歴
史
哲
学
は
、
彼
の
﹁
占
星

術
的
﹂
芸
術
観
の
前
提
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑴

バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
歴
史
哲
学

バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
︵
一
八
一
五

一
八
八
七
︶
は
周
知
の
ご
と
く
、﹁
母

−

権
制
﹂
の
主
張
で
知
ら
れ
、
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ャ
の
神
話
の
象
徴
解
釈
を
通
し

て
、
古
典
古
代
以
前
の
太
古
に
女
性
統
治
の
社
会
、
す
な
わ
ち
母
権
制
の
時
代

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
歴
史
学
者
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
生
前
に
は

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
と
い
う
憂
き
目
を
見
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ

で
突
然
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
も
言
わ
れ
る
ブ
ー
ム
が
起
こ

り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
初
め
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
熱
心
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
ブ
ー
ム
の
起
点
に
な
っ
た
の
が
、
当
時
出
版
さ
れ
た
バ
ッ
ハ

6

オ
ー
フ
ェ
ン
選
集
に
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
寄
せ
た
序
文
﹁
ロ
マ
ン
派
の
神
話
学
者

バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
序
文
で
あ
り
な
が
ら
長
大
な
も
の

で
、
の
ち
に
﹃
神
話
的
な
時
代
﹄︵
一
九
二
六
年
︶
と
い
う
別
の
書
物
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。
以
下
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
﹃
神
話
的
な
時
代
﹄
と
呼
ぶ
こ
と
と

す
る
。

バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
﹃
母
権
論
﹄
︵
一
八
六
一
︶
の
な
か
で
語
っ
た
の
は
、

闇
と
死
、
エ
ロ
ス
、
陶
酔
に
満
ち
た
太
古
の
母
性
原
理
が
支
配
し
た
時
代
か

ら
、
明
る
さ
、
知
性
、
健
全
性
に
満
ち
溢
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
古

代
、
つ
ま
り
父
権
制
の
時
代
へ
の
移
行
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
父
権

制
の
支
配
の
も
と
に
埋
没
し
た
母
権
制
の
世
界
の
存
在
に
つ
い
て
哀
惜
を
こ
め

て
語
る
と
同
時
に
、
そ
の
移
行
を
進
化
と
し
て
評
価
す
る
と
い
う
両
義
的
な
態

度
を
見
せ
た
の
で
あ
る
が
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
解
釈
に
お
い
て
強
調
し
た
の
は
後

者
の
進
歩
の
観
点
で
あ
る
。
こ
の
男
性
原
理
に
よ
る
女
性
原
理
の
克
服
と
支
配

を
歴
史
の
必
然
と
す
る
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
主
張
に
ナ
チ
ス
へ
の
通
路
が
あ
っ
た
こ

と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
別
の
点
で
あ
る
。

7

ボ
イ
ム
ラ
ー
の
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
解
釈
に
お
け
る
最
も
特
異
な
点
は
、

バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
取
り
組
ん
だ
、
神
話
を
通
じ
た
歴
史
解
釈
、
母
権
制
と

父
権
制
の
対
比
か
ら
、
あ
る
歴
史
哲
学
な
い
し
歴
史
形
而
上
学
を
取
り
出
し
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た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
﹃
神
話
的
な
時
代
﹄
の
な
か
で
度
々

ヘ
ー
ゲ
ル
を
取
り
上
げ
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
の
違
い
を
論
じ
な
が
ら
も
、

両
者
を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ボ
イ
ム
ラ
ー

が
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
を
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
進
歩
史
観
に
倣
っ
た
﹁
歴﹅

史﹅

哲﹅

学﹅

者﹅

と
し
て
理
解
し
、
彼
の
著
作
を
歴
史
哲
学
的
観
点
か
ら
新
た
に
組
み
直
す
﹂

︵M
W

2
1
9︶︵
強
調
原
文
︶
と
い
う
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ

る
。バ

ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
歴
史
の
方
法
は
神
話
の
象
徴
、﹁
表
徴
世
界

︵B
ildw

elt

︶﹂
を
観
照
や
想
像
力
に
よ
っ
て
捉
え
、
そ
こ
に
潜
む
宗
教
的
・
文

化
的
な
観
念
を
明
か
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
方
法
で
過
去
の
真
実

を
読
み
解
く
が
ゆ
え
に
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
ボ
イ
ム
ラ
ー
に
よ
っ
て
歴
史
哲

学
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
︵M

W

1
9
7︶。
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
﹁
神
話
は
ポ
エ

ジ
ー
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
、﹁
神
話
は
精
神
を
吹
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

内

＜

な
る
自
然

を
開
く
も
の
﹂︵M

W

9
9︶
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹁
神
話
は
先

＞

史
︵U

rzeit

︶
に
達
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
魂
の
根
源
に
ま
で
到
達
す

る
。﹂
と
述
べ
、
こ
の
根
源
を
﹁
深
淵
︵T

iefe

︶﹂
と
呼
び
、﹁
真
実
の
基
準
﹂

︵M
W

8
6︶
と
し
て
い
る
。
ま
た
、﹁
人
類
の
象
徴
的
表
現
、
す
な
わ
ち
、
人
間

存
在
の
発
展
に
つ
い
て
の
神
話
は
普
遍
史
で
あ
る
﹂︵M

W

2
9
7︶
と
述
べ
て
、

そ
う
し
た
神
話
の
な
か
に
は
﹁
民
族
の
未
来
の
全
て
﹂
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、﹁
そ
の
歴
史
の
な
か
で
進
展
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
神
話
の
な

か
に
象
徴
的
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。﹂︵M

W

1
0
1︶
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
神
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
帰
結
す
る
。

﹁
す
べ
て
の
発
展
の
根
源
は
神
話
の
な
か
に
あ
る
。
神
話
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
に

先
行
し
、
歴
史
を
規
定
す
る
。
神
話
が
線
を
描
き
、
そ
の
後
を
発
展
が
従
う
の

で
あ
る
。﹂︵M

W

1
9
9︶

こ
こ
に
至
っ
て
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
、
あ
く
ま
で
も
神
話
を
読
み
解
い
て
、
そ
こ

か
ら
先
史
お
よ
び
古
典
・
古
代
の
世
界
に
光
を
あ
て
る
と
い
う
歴
史
探
究
の
範

疇
に
あ
っ
た
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
試
み
を
完
全
に
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
神
話
と
歴
史
の
関
係
の
方
向
性
に
お
い
て
決
定
的
な
違
い
が
生
じ
て

お
り
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
い
て
﹁
神
話
の
歴
史
化
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
の

も
の
が
﹁
歴
史
の
神
話
化
﹂
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

8

こ
う
し
た
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
歴
史
観
は
、
序
章
に
述
べ
た
定
義
に
従
っ
て
、

﹁
占
星
術
的
﹂
歴
史
観
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
ボ
イ
ム

ラ
ー
は
あ
る
個
所
で
、﹁
彼
の
︵
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
︶
歴﹅

史﹅

哲﹅

学﹅

は
占﹅

星﹅

術﹅

的﹅

な
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
﹂
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
﹁
い
っ
た
い
偉
大
な
歴

史
哲
学
者
が
占
星
術
師
で
な
か
っ
た
よ
う
な
試
し
が
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
・
・
・
人
間
性
を
、
あ
る
必
然
に
し
た
が
っ
て
次
々
と
導
か
れ
る

形

＜

態

が
自
ず
と
果
た
す
一
連
の
発
展
と
し
て
み
な
す
よ
う
な
歴
史
哲
学
者
は
、

＞誰
し
も

占
星
術
的

と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵M

W

2
9
3︶︵
強
調

＜
＞

原
文
︶
と
述
べ
て
い
る
。
占
星
術
が
星
の
運
行
や
そ
れ
が
及
ぼ
す
表
徴
や
兆
し

か
ら
、
現
在
の
具
体
的
状
況
と
未
来
を
直
観
的
に
洞
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
は
ま
さ
に
神
話
の
象
徴
か
ら
歴
史
を
捉
え
よ
う
と
し

た
ボ
イ
ム
ラ
ー
自
身
の
歴
史
観
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
突
然
、
決
定
論
的
歴
史
哲
学
に
﹁
占
星
術
的
﹂
と
い
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う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
唐
突
で
異
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
語
の
用
法
は
ボ
イ
ム
ラ
ー
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
彼
と
交
流

の
あ
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
に
も
見
出
さ
れ
る
。
ユ
ン
ガ
ー
は
﹃
労
働

者
﹄
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
自
然
の
至
る
と
こ
ろ
で
我
々
は
刻
印
と
刻
銘
の
関
係
に
出
会
う
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
人
間
の

占
星
術
的
な

性
格
が
そ
の
純
粋
な
内
面
的
性
質
よ
り
も
は

＜
＞

る
か
に
重
要
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
、
原
因
と
結
果
の
関
係
の
上
位

に
置
か
れ
る
。﹂ 9

こ
こ
で
言
わ
れ
る
﹁
刻
印
と
刻
銘
の
関
係
﹂
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
然
の
な

か
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
永
遠
不
変
な
秩
序
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
秩
序
は

ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
獲
得
さ
れ
る

人

間

性

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー

に
先
立
っ
て
人
間
存
在
の
な
か

に
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
間
と
現
実
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
ユ
ン
ガ
ー
は

考
え
て
い
る
。﹁
占
星
術
的
﹂
と
い
う
語
は
、
こ
の
決
定
論
的
な
思
考
に
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ボ
イ
ム
ラ
ー
に
お
け
る
こ
の
語
の
使
用
と
の

共
通
性
が
見
て
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
占
星
術
的
﹂
と
は
人
間
存
在
や
歴

史
に
関
す
る
あ
る
特
定
の
見
方
を
示
す
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。

⑵

ボ
イ
ム
ラ
ー
の
﹁
占
星
術
的
﹂
芸
術
観

以
上
の
よ
う
な
、
神
話
の
象
徴
を
観
照
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
歴
史
を
逆
照

射
す
る
と
い
う
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
神
話
的
歴
史
哲
学
は
、
彼
の
芸
術
一
般
へ
の
理

解
に
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
と
も
と
彼
は
カ
ン
ト
美
学
に
つ
い
て
博
士
論
文
を
書
い
た
美
学
研
究
者
で

あ
り
、
そ
の
カ
ン
ト
研
究
の
な
か
に
は
す
で
に
美
学
と
歴
史
の
関
連
付
け
が
見

10

ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
端
的
に
、﹁
判
断
力
批
判
の
新
し
い
方
法
上
の
意
義
が
最

終
的
に
目
指
し
て
い
た
の
は
、
つ
ま
り
、
歴
史
で
あ
る
。
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い

11

る
。こ

う
し
た
見
方
は
お
そ
ら
く
、
当
初
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
美
術
史
を
学
ん
で
い
た

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
も
と
で
育
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
主

張
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
美
術
の
様
式
の
変
遷
を
、
個
人
の
志
向
や
時
代
の
社

会
的
背
景
か
ら
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
人
間
精
神
の
発
展
か
ら
理
解
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
が
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
神
話
論
と
も
重
な

り
、
彼
の
芸
術
観
に
も
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
へ
の
言
及

は
彼
が
後
に
著
し
た
﹃
美
学
﹄︵Ä

sthetik

︶︵
一
九
三
四
︶
の
な
か
に
も
見
ら

れ
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

﹁
形
態
の
形
成
に
は
自
律
し
た
歴
史
が
存
在
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く

新
し
い
美
術
史
、
な
か
ん
ず
く
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
そ
れ
は
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
偉
大
な
様
式
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
あ

る
表
現
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
民
族
と
人
種
の
生
お

よ
び
形
態
を
作
り
出
す
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。﹂︵Ä

9
8︶

さ
ら
に
続
け
て
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
﹁
様
式
史
と
し
て
の
美
術
史
は
次
の
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
芸
術
は
自
律
的
な
も
の
で
は
な
く
、
原
初
的
な
現
象
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︵ursprüngliches
P
hänom

en

︶
な
の
で
あ
る
。﹂︵Ä

9
9︶
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
芸
術
を
生
み
出
す
も
の
は
個
人
の
﹁
私
的
な
告
白
﹂
で
も
な
く
﹁
天
才

の
主
観
﹂︵Ä
9
9︶
で
も
な
く
、
あ
る
民
族
や
人
種
の
根
源
的
精
神
だ
、
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
に
と
っ
て
そ
の
逆
も
ま
た
真
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
族

の
歴
史
と
生
の
プ
ロ
セ
ス
は
﹁
芸
術
の
鏡
の
な
か
に
﹂
映
し
出
さ
れ
る
と
言
わ

れ
る
︵Ä

9
7︶。
そ
し
て
さ
ら
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ボ
イ
ム

ラ
ー
が
こ
う
し
た
芸
術
作
品
へ
の
観
照
を
﹁
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
へ
の
回
帰
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
﹂、
つ
ま
り
﹁
美
の
無
時
間
的
な
イ
デ
ア
を
扱
う
の
で
は
な

く
、
現
実
の
人
間
の
現
世
そ
し
て
歴
史
を
浮
き
彫
り
に
す
る
レ
リ
ー
フ
︵ir-

disch

-

geschichtliche
H
ochbild

︶
を
扱
う
の
で
あ
る
。﹂︵Ä

9
8︶
と
述
べ
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
歴
史
を
神
話
化
す
る
﹁
占
星
術
的
﹂
歴
史
観
と
同

じ
、
方
向
性
の
逆
転
が
見
ら
れ
る
。
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
芸
術
の
源
に
民
族
の
生
を

探
る
と
同
時
に
、
芸
術
か
ら
直
接
的
に
民
族
の
現
実
の
歴
史
を
見
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
芸
術
観
は
同
時
代
の
芸
術
作
品
に
も
適
用
さ
れ
て
お
り
、
例
え

ば
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
親
交
の
あ
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
へ
の
書
簡
の
な

か
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
体
験
を
描
い
た
ユ
ン
ガ
ー
の
作
品
の
な
か
に
﹁
客﹅

観﹅

的﹅

な﹅

時﹅

代﹅

の﹅

象﹅

徴﹅

﹂
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
褒
め
称
え
て
い
る
。︵
強

12

調
原
文
︶

ボ
イ
ム
ラ
ー
は
神
話
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
一
般
に
お
い
て
も
象
徴
を
重
視
す

る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
ユ
ン
ガ
ー
へ
の
書
簡
の
な
か
で
、
象
徴
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

﹁
私
が
語
る
象
徴
は
聖
職
者
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
・
・
・
象
徴

は
け
っ
し
て
単
な
る
記
号
で
は
な
い
。
象
徴
は
注
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
情

熱
と
と
も
に
感
じ
ら
れ
る
現
実
︵W

irklichkeit

︶
で
あ
る
。﹂

﹁
象
徴
は
共
同
社
会
︵G

em
einschaft

︶
の
表
現
で
あ
り
、
感
性
的
な
人
間
の

共
同
社
会
、
外
部
世
界
の
感
覚
的
な
表
現
で
あ
る
。﹂13

こ
う
し
た
記
述
か
ら
も
ま
た
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
が
象
徴
を
介
し
て
芸
術
と
外
的

現
実
を
直
接
的
か
つ
短
絡
的
に
結
び
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ア
ド
ル
ノ
の
複
雑
な
弁
証
法
に
よ

る
芸
術
社
会
学
な
ど
と
は
異
な
る
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
観
に
お

い
て
、
芸
術
は
、
現
実
に
反
映
さ
れ
る
星
座
の
運
行
と
い
う
占
星
術
の
連
関
に

お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
歴
史
観
と
同
様
、
そ
の

芸
術
観
も
ま
た
、﹁
占
星
術
的
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
﹁
占
星
術

的
﹂
芸
術
観
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
な
ど
多
く
の
モ
ダ

ニ
ス
ト
が
試
み
た
、
神
話
の
な
か
に
永
遠
で
非
歴
史
的
な
人
間
の
真
実
を
探
求

す
る
営
み
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

14

ボ
イ
ム
ラ
ー
は
﹃
神
話
的
な
時
代
﹄
に
お
い
て
神
話
を
人
間
存
在
の
発
展
の

普
遍
史
と
し
、
そ
れ
を
﹁
真
実
の
基
準
﹂
と
し
な
が
ら
も
、﹃
美
学
﹄
の
な
か

で
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
無
時
間
的
な
イ
デ
ア
か
ら
切
り
離
し
、
芸
術
を
形
成
す

る
精
神
や
魂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
や
人
種
に
特
有
の
も
の
だ
と
い
う
考
え
を
前

提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
神
話
と
芸
術
を
厳
密
に
区
別
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
﹃
神
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話
的
な
時
代
﹄
の
な
か
で
、
す
で
に
民
族
と
い
う
概
念
を
重
視
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
序
文
の
タ
イ
ト
ル
が
も
と
も
と
﹁
ロ
マ
ン
派
の
神
話
学
者
バ
ッ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
﹂
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
バ
ッ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
を
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
レ
ス
か
ら
始
ま
る
後
期
ロ
マ
ン
主

15

義
の
流
れ
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
が
、
民
族
と
い
う
概
念
は
後
期
ロ
マ
ン
主

義
に
お
い
て
普
遍
的
な
人
間
と
い
う
概
念
と
取
っ
て
替
え
ら
れ
た
、
鍵
概
念
の

一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
多
く
を
依
存
し
、
ギ
リ

シ
ャ
民
族
の
神
話
・
歴
史
研
究
と
い
う
次
元
か
ら
始
ま
っ
た
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
思

考
が
、
結
果
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
︱
ド
イ
ツ
と
い
う
限
ら
れ
た
文
化
圏
に
限
定
さ

れ
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
奥
田
敏
弘
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
﹁
根
源

U
rsprung

﹂
の
ほ
か
、﹁
原
初
の
世
界U

rw
elt

﹂﹁
先
史
︵U

rzeit

︶﹂
と
い
っ
た

U
r

-︵
原
︶
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
用
い
、
そ
こ
に
過
去
に
対
す
る
尊
厳
の

感
情
を
こ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
言
葉
を
介
し
た
神
話
の
絶
対
性
の

16

強
調
は
、
人
間
の
普
遍
性
の
探
求
に
は
繋
が
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ギ
リ

シ
ャ
と
い
う
過
去
に
ま
で
遡
る
ド
イ
ツ
民
族
と
そ
の
文
化
と
の
正
統
性
の
主
張

と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
趨
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
﹁
太

古
﹂﹁
原
初
﹂
と
い
っ
た
前
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
時
間
的
で
も
あ
る
言
葉

は
、
神
話
的
普
遍
性
と
歴
史
の
野
合
を
生
み
、
そ
れ
が
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
﹁
占
星

術
的
﹂
歴
史
観
と
芸
術
観
を
生
み
出
す
源
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
芸
術
観
は
、
永
遠
性
と
歴
史
、
形
而
上
学
と

現
実
の
双
方
に
跨
り
、
架
橋
す
る
も
の
、
ま
さ
に
﹁
占
星
術
的
な
も
の
﹂
と
し

て
受
け
止
め
る
の
が
正
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
神
話
と
歴
史
の
野
合
は
ナ
チ
ス
に

よ
る
、
北
欧
神
話
と
ア
ー
リ
ア
人
種
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
優
越
の
強
引
な
結
び

つ
け
の
な
か
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ボ
イ

17

ム
ラ
ー
の
神
話
的
歴
史
観
・
芸
術
観
は
た
し
か
に
ナ
チ
神
話
の
先
触
れ
だ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
．
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
の
芸
術
観

次
に
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
の
芸
術
論
を
顧
み
て
、
そ
れ
を
ボ
イ
ム
ラ
ー

と
対
照
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ベ
ン
は
世
界
大
戦
期
の
ド
イ
ツ
に
蔓
延
し
て
い
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
空
気
に
身

を
浸
す
と
同
時
に
、
そ
れ
が
生
む
精
神
的
な
危
機
か
ら
逃
れ
る
方
法
を
求
め
よ

う
と
し
た
。
ベ
ン
に
と
っ
て
そ
の
方
法
と
は
、
芸
術
の
形
式
に
よ
っ
て
完
璧
な

世
界
を
作
り
上
げ
、
そ
の
繭
の
な
か
に
籠
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
ベ
ン
は
ゲ
オ
ル
ゲ
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
流
れ
を
正
し
く
受
け
継
ぐ

唯
美
主
義
者
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
ベ
ン
の
特
異
な
点
は
、
こ
う
し
た
世
界
が
け
っ
し
て
、﹁
象
牙
の

塔
﹂
と
い
っ
た
独
我
論
的
世
界
な
の
で
は
な
く
、
仮
象
を
超
え
た
現
実
で
あ

り
、
真
実
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ベ
ン
の
芸
術
に
対
す
る

考
え
方
は
ひ
と
ま
ず
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
か
ら
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

18

の
根
底
に
あ
り
、
そ
う
し
た
世
界
観
を
支
え
た
の
は
ベ
ン
独
自
の
芸
術
観
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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⑴

詩
の
創
造
と
神
話
的
な
る
も
の

ベ
ン
が
詩
の
創
造
に
お
い
て
重
視
し
た
の
は
、
非
合
理
的
で
神
話
的
な
次
元

と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
詩
の
形
式
と
は
個
人
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
っ
て

の
み
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
我
の
深
層
へ
と
下
降
し
、
そ
こ
に
存
在

す
る
神
話
的
階
層
を
介
し
て
、
絶
対
的
な
芸
術
的
形
象
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
も

の
だ
と
ベ
ン
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
ベ
ン
は
自
我
の
陶
酔
の
な
か
に
、
固
有
の

生
に
は
限
定
さ
れ
な
い
﹁
原
形
︵G

rundform

︶﹂、
す
な
わ
ち
始
原
的
な
︵pri-

m
är

︶
も
の
へ
の
通
路
を
見
出
し
、
そ
れ
を
持
続
的
で
完
璧
な
形
式
に
結
晶
さ

せ
る
こ
と
こ
そ
、
詩
人
の
仕
事
で
あ
る
と
し
た
。

そ
う
し
た
ベ
ン
の
考
え
方
は
一
九
三
〇
年
に
書
か
れ
た
﹁
詩
の
問
題
に
つ
い

て
﹂
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
は
こ
こ
で
、

19
ボ
イ
ム
ラ
ー
と
は
異
な
り
、
詩
の
歴
史
へ
の
関
与
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い

る
。
ベ
ン
は
現
代
が
啓
蒙
主
義
的
理
性
と
﹁
実
用
主
義
的
で
実
証
主
義
的
な
見

方
﹂︵G

B
.III.

2
3
3︶
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
こ
そ

ベ
ン
に
と
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
元
凶
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
詩
人
は

そ
う
し
た
時
代
と
は
縁
を
切
り
、
幻
想
と
陶
酔
に
よ
っ
て
自
我
の
な
か
に
深

く
、
ひ
た
す
ら
下
方
へ
沈
降
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
よ
り
始
原
な
る
も

の
の
内
部
﹂
に
到
達
す
る
の
だ
と
ベ
ン
は
言
う
。
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

個
々
の
自
我
が
存
在
す
る
以
前
か
ら
す
で
に
在
る
﹁
精
神
の
根
幹
﹂︵G

B
.III.

2
4
3︶
で
あ
り
、﹁
先
史
︵U

rzeit

︶
や
根
源
︵U

rsprung

︶
を
そ
の
中
に
抱
い

て
い
る
原
始
民
族
以
来
﹂
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
な
か
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
︵G

B
.III.

2
4
6︶。
ベ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
い
つ
も
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
彼
︵
詩
人
︶
は
帰
っ
て
く
る
。
彼
に
と
っ
て
あ

ら
ゆ
る
生
は
深
淵
、
は
る
か
昔
の
原
始
の
深
淵
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
全

て
の
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
は
た
だ
、
あ
る
未
知
な
る
原
経
験
︵U

rerlebnis

︶
が

繰
り
返
さ
れ
る
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
身
の
な
か
に
記
憶
を
求
め
る
の

だ
。﹂︵G

B
.III.

2
4
7︶

こ
の
よ
う
な
ベ
ン
の
考
え
方
は
ユ
ン
グ
が
神
話
を
分
析
し
、
そ
こ
に
発
見
し

た
﹁
原
型
︵A

rchetypus

︶﹂
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に

ベ
ン
は
﹁
精
神
の
根
幹
は
あ
ら
ゆ
る
人
種
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
通
じ
て
、
そ
こ

か
ら
同
一
性
を
濾
し
取
る
の
だ
。﹂
と
述
べ
、
そ
の
具
体
的
事
例
と
と
も
に
ユ

ン
グ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
︵G

B
.III.

2
4
3︶。

以
上
の
ベ
ン
の
芸
術
観
を
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
そ
れ
と
比
べ
て
直
ち
に
気
づ
く
の

は
、
ベ

ン

も

同

じ

く
、T

iefe

の

ほ

か
﹁
根

源
︵U

rsprung

︶﹂
﹁
先

史

︵U
rzeit

︶﹂﹁
原
経
験
︵U

rerlebnis

︶
﹂
な
どU

r

-
が
つ
く
言
葉
を
好
ん
で
用
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ベ
ン
は
や
は
り
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
と
同
様
、
芸

術
の
な
か
に
神
話
的
な
も
の
、
根
源
的
な
精
神
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。

⑵

芸
術
か
ら
歴
史
へ

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
ベ
ン
は
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
と
は
異
な
り
、
芸
術
を
歴

史
か
ら
切
り
離
し
て
い
た
。
精
神
の
根
幹
は
あ
ら
ゆ
る
人
種
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史

を
通
じ
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
ベ
ン
が
芸
術
の
な
か
に
捉
え
て

い
る
の
は
、
民
族
の
伝
承
と
い
っ
た
歴
史
的
次
元
で
は
な
く
、
人
間
精
神
一
般
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の
な
か
に
永
劫
回
帰
す
る
神
話
と
い
う
普
遍
的
次
元
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
少
な
く
と
も
、
芸
術
の
創
造
が
呼
び
起
こ
す
熱
狂
の
な
か
に
ベ
ン
が
﹁
南

方
﹂
と
呼
ぶ
彼
岸
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
求
め
て
い
た
初
期
、
そ
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム

に
失
望
し
、
己
の
孤
高
な
芸
術
世
界
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
た
後
期
の
ベ
ン
に

つ
い
て
は
、
こ
の
見
方
は
妥
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ベ
ン
が
ナ
チ
ズ
ム
に
接
近
し
て
い
っ
た
時
期
の
論
考
を
顧
み
る

と
、
ベ
ン
が
詩
人
は
歴
史
過
程
に
関
与
し
な
い
と
い
う
自
ら
の
主
張
を
裏
切
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ナ
チ
ス
が
政
権
を
獲
得
し
た
時
期
に
書
か
れ
た
ゲ
オ

ル
ゲ
論
の
な
か
で
、
ベ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

20

﹁
創
造
と
は
形
式
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
表
現
を
求
め
る
叫
び
で
す

が
、
国
家
は
表
現
へ
と
向
か
う
第
一
歩
で
あ
り
、
芸
術
は
そ
の
次
の
一
歩
で

す
。
そ
れ
以
上
の
歩
み
を
私
た
ち
は
知
り
ま
せ
ん
。﹂

﹁
形
式
と
は
創
造
で
あ
り
、
創
造
の
原
理
、
前
提
、
そ
の
最
も
深
い
本
質
で

す
。
・
・
・
形
式
と
い
う
か
わ
り
に
、
私
た
ち
は
規
律
、
秩
序
、
鍛
練
、
あ
る

い
は
、
規
範
、
秩
序
の
必
然
性
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉

は
、
そ
の
名
の
も
と
に
例
の
歴
史
運
動
が
自
己
を
刻
印
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
私
た
ち
に
耳
慣
れ
た
言
葉
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が
ゲ
オ
ル
ゲ

の
領
域
な
の
で
す
。﹂︵G

B
.III.

1
0
8︶

﹁
そ
れ
は

美
的
な
意
志

で
す
。
芸
術
作
品
の
中
で
一
つ
の
世
界
を
築
き
、

＜
＞

そ
れ
を
形
成
し
な
が
ら
克
服
す
る
ド
イ
ツ
的
意
志
、
こ
れ
こ
そ
、
ゲ
オ
ル
ゲ

が
、
未
来
の
偉
大
な
西
洋
の
展
望
の
中
に
与
え
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。﹂

︵G
B
.III.

1
0
9︶

こ
こ
で
言
わ
れ
る
﹁
歴
史
運
動
﹂
と
は
明
ら
か
に
ナ
チ
ズ
ム
を
指
し
て
お

り
、
こ
の
引
用
が
明
白
に
示
し
て
い
る
の
は
、
い
ま
や
ベ
ン
は
、
芸
術
の
形
式

的
創
造
を
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
形
成
に
引
き
移
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
同
じ
よ
う
な
重
ね
合
わ
せ
が
見
ら
れ
、
そ
こ
で

21

ベ
ン
は
芸
術
を
、﹁
生
の
上
に
聳
え
立
ち
、
そ
れ
を
解
消
し
、
修
復
し
、
そ
の

節
度
を
守
る
よ
う
に
命
令
す
る
偉
大
な
法
則
﹂︵G

B
.IV

.

1
8
7︶
と
し
、
﹁
形
式

主
義
﹂
を
﹁
芸
術
を
美
的
な
も
の
か
ら
人
類
学
的
な
も
の
へ
と
移
し
入
れ
、
そ

の
叫
び
を
人
類
学
的
な
原
則
に
移
し
入
れ
る
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
な
試
み
﹂

︵G
B
.IV

.

1
9
5︶
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ベ
ン
に
と
っ
て
ゲ
オ
ル
ゲ

と
い
う
新
し
い
ド
イ
ツ
精
神
は
ニ
ー
チ
ェ
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
を
辿
っ
て
ギ
リ

シ
ャ
の
ド
ー
リ
ア
的
世
界
に
ま
で
遡
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
ベ
ン
が
ボ
イ
ム
ラ
ー
と
同
様
の
方
向
性
、
つ
ま
り
、
芸
術
に

絶
対
的
な
根
源
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
歴
史
を
照
射
す
る
﹁
歴
史
の
神
話
化
﹂
の

方
向
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ベ
ン
は
ナ
チ
ス
の
登
場
が
﹁
完

全
に
普
遍
的
か
つ
決
定
的
な
人
類
学
的
転
回
点
﹂
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。

そ
れ
は
ベ
ン
の
目
に
あ
た
か
も
﹁
神
話
の
復
活
﹂︵G

B
.III.

4
0
2︶
で
あ
る
か
の

よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ン
は
新
し
い
国
家
の
展
望
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

﹁
・
・
・
も
し
政
治
的
な
視
点
と
美
的
な
視
点
が
一
致
し
た
な
ら
ば
、
実
際
に
、

全
体
国
家
が
立
ち
あ
が
る
だ
ろ
う
。
そ
の
多
彩
な
、
ほ
と
ん
ど
汲
み
つ
く
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
、
創
造
的
本
質
に
か
な
う
よ
う
な
偉
大
で
卓
越
し
た
ド
イ
ツ
の

像
を
描
き
出
す
べ
く
そ
れ
は
立
ち
あ
が
る
の
だ
。﹂︵G

B
.IV

.

2
3︶22
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以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
こ
こ
に
は
た
し
か
に
芸
術
の
普
遍
性
に

よ
っ
て
民
族
の
歴
史
を
正
当
化
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
力
学
が
働
い
て
い
る
と

同
時
に
、
神
話
的
普
遍
性
と
歴
史
の
直
接
的
な
結
び
つ
け
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
詩
の
絶
対
的
な
根
源
は
、
人
類
的
普
遍
性
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ

て
、
ド
イ
ツ
芸
術
と
民
族
の
称
揚
へ
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
ナ
チ
ス
と
い
う
歴

史
的
事
実
の
正
当
化
へ
と
短
絡
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ベ
ン
も
ま
た
ボ
イ
ム

ラ
ー
と
同
様
、
因
果
関
係
の
束
と
し
て
の
歴
史
を
否
定
し
た
う
え
で
、
民
族
の

精
神
の
根
幹
が
そ
こ
に
あ
る
神
話
と
し
て
の
芸
術
を
絶
対
化
し
、
そ
こ
か
ら
歴

史
を
逆
に
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ベ
ン
の
芸
術
観
も
ま
た
、
ボ
イ

ム
ラ
ー
と
同
じ
く
﹁
占
星
術
的
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

結
以
上
の
よ
う
な
ボ
イ
ム
ラ
ー
と
ベ
ン
の
﹁
占
星
術
的
﹂
芸
術
観
は
今
日
の
私

た
ち
か
ら
見
る
と
、
お
そ
ら
く
奇
異
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら

が
生
き
た
大
戦
期
は
、
こ
う
し
た
神
話
、
象
徴
、
民
族
と
い
う
概
念
を
通
し
て

歴
史
を
観
る
と
い
う
考
え
が
異
常
な
魅
力
と
説
得
力
を
持
ち
え
た
時
代
で
あ
っ

た
。そ

う
し
た
思
考
方
法
の
代
表
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の

﹃
西
欧
の
没
落
﹄
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
こ
で
彼
が
試
み
た
の
は
、
形
態
、

象
徴
、
直
感
に
よ
っ
て
各
文
化
固
有
の
﹁
原
象
徴
﹂
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
世
界
史
が
生
物
と
同
じ
法
則
に
よ
っ

23て
循
環
し
て
い
る
こ
と
を
﹁
発
見
﹂
し
、
西
欧
の
没
落
を
予
言
し
た
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ソ

レ
ル
の
﹃
暴
力
論
﹄
は
、﹁
神
話
﹂
と
い
う
非
合
理
的
な
力
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
革
命
と
い
う
未
来
の
実
現
の
原
動
力
と
な
る
と
主
張
し
た
。

24

こ
う
し
た
神
話
的
思
考
が
流
布
し
た
背
景
に
は
、
世
界
の
無
秩
序
状
態
か
ら

不
気
味
に
生
じ
て
く
る
無
限
性
に
対
す
る
人
々
の
恐
怖
が
あ
り
、
そ
こ
に
一
定

の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
や
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
う
る
神
話
的
思
考
は
そ
う
し
た
﹁
無
世

界
性
﹂
か
ら
人
々
を
解
放
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
大
戦
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
支
配
的
な
精
神
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
ベ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
の

25

芸
術
観
の
類
似
は
、
表
現
主
義
と
ナ
チ
ズ
ム
が
と
も
に
こ
う
し
た
時
代
を
背
景

に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ベ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
﹁
占
星
術
的
﹂
芸
術
観
は
、
神
話
と
い
う
方

法
論
の
両
義
性
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
神
話
と

は
、
急
激
な
変
化
を
遂
げ
る
社
会
の
な
か
で
変
わ
ら
ぬ
人
間
性
を
探
求
し
よ
う

と
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要

な
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
イ
ェ
イ
ツ
、
エ
リ
オ
ッ
ト
、
パ
ウ

ン
ド
、
ジ
ョ

イ
ス
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
、
ヘ
ッ
セ
と
い
っ
た
名
に
よ
っ
て
直
ち

に
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
神
話
は
一
方
で
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
豊
か
な
源
泉

で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
神
話
に
魅
了
さ
れ
た
パ
ウ
ン
ド
が
フ
ァ
シ
ズ
ム

に
心
ひ
か
れ
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
崇
拝
者
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
普
遍
性
と
同
時
に
伝
承
性
、
慣
習
、
民
族
、
大
地
と
い
っ

た
歴
史
的
要
素
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
神
話
は
、
一
方
に
お
い
て
歴
史
を
神

秘
化
す
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
神
話
的
思
考

の
両
側
面
を
隔
て
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
、
完
全
な
壁
な
の
で
は
な
く
、
半
過
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性
の
薄
い
膜
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
は

い
ず
れ
も
、
戦
後
に
な
っ
て
形
而
上
学
的
な
も
の
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て

扱
っ
た
自
ら
の
過
ち
を
振
り
返
り
、
神
話
あ
る
い
は
芸
術
を
歴
史
か
ら
引
き
離

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
問
題
は
解
決
し
た
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
神
話
の
両
義
性
は
依
然
と
し
て
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ボ
イ
ム
ラ
ー
と
ベ
ン
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
と
つ
な
が
る
神
話
的
な
歴
史

観
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
ナ
チ
ズ
ム
の
肯
定
が
、
芸
術
と
美
学
と
い
う

土
壌
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
を
滋
養
に
し
て
育
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
目
を

向
け
な
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
不
幸
な
関
係
は
歴
史
、

社
会
と
の
複
雑
な
因
果
関
係
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
般
化

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
歴
史
を
神
話
化
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
の
事
実
は
、
芸
術
が
神
話
と
の
血
縁
を
完
全
に
断

ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
以
上
、
危
機
的
状
況
の
な
か
で
神
話
と
い
う
回
路
を

通
じ
て
政
治
と
結
び
つ
き
、
影
響
を
及
ぼ
す
力
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
文
中
の
略
記
に
つ
い
て

＜
＞

以
下
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
略
記
号
を
用
い
、
頁
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表

記
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
全
集
の
場
合
は
巻
次
を
ロ
ー
マ
数
字
で
表
す
。

M
W

︱A
lfred

B
aeum

ler.
D

as
M

ythische
W

eltalter.
M
ünchen,

1
9
6
5

Ä

︱A
lfred

B
aeum

ler.
Ä
sthetik.

M
ünchen,

1
9
7
2

G
B

︱G
ottfried

B
enn.

Säm
tliche

W
erke.

S
tuttgart,

1
9
8
9

１

こ
の
関
係
は
一
九
三
〇
年
代
に
す
で
に
﹁
表
現
主
義
論
争
﹂
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
質
的
な
指
摘
を
し
た
の
は
ル
カ
ー
チ
の
論
文
﹁
表
現
主
義
の

﹃
偉
大
さ
と
頽
落
﹄﹂
で
あ
る
。G

eorg
L
ukacs.

’

G
röße

und
V
erfall

des
≫

≪

E
xpressionism

us.

’P
roblem

e
des

R
ealism

us
I.

B
erlin:

L
uchterhand,

1
9
7
1

,
S
.

1
0
9
-
1
4
9

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
こ
の
論
争
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら

れ
る
機
会
は
稀
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
問
題
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
．

Ｋ
．

ウ
ィ
ー
ド
マ
ン
﹃
ロ
マ
ン
主
義
と
表

現
主
義
﹄
大
森
淳
史
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
、
二
八
六

二
九
五
頁
、

−

池
田
浩
士
﹃
闇
の
文
化
史
︱
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
一
九
二
〇
年
代
﹄、
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
、
三
八
六

四
〇
〇
頁
、
な
ど
。

−

２

ベ
ン
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
森
田
明
﹁
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー

ト
・
ベ
ン
の
ナ
チ
ズ
ム
﹂﹃
名
古
屋
市
立
大
学
教
養
部
紀
要

人
文
社
会
研
究
﹄

号
、

22

一
九
七
八
年
、
山
本
尤
﹁
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
芸
術
化
し
た
ベ
ン
﹂﹃
自
由
﹄

巻
５
号
、
自

13

由
社
、
一
九
七
一
年
、R

einhard
A
lter.G

ottfried
B
enn:

T
he

A
rtistand

P
olitics(1910-

1934).
B
ern:

H
erbert

L
ang,

1
9
7
6、W

alter
A
.
S
trauss.

‘

G
ottfried

B
enn:

A
D
ouble

L
ife

in
U
ninhabitable

R
egions.

’Richard.
J
G
olsan.

(

ed.

)F
ascism

,
A
esthetics,

and

C
ulture.

H
anover:

U
niversity

of
N
ew

E
ngland,

1
9
9
2

３

ボ
イ
ム
ラ
ー
に
関
す
る
研
究
は
い
ま
だ
数
少
な
い
が
、
国
内
で
は
以
下
の
文
献
が
見

出
さ
れ
る
。
奥
田
敏
広
﹁
母
権
論
と
ロ
マ
ン
主
義
、
あ
る
い
は
歴
史
と
神
話
︱
ボ
イ
ム

ラ
ー
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
受
容
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
ド
イ
ツ
文
学
研
究
﹄
京
都
大
学
総
合
人

間
学
部
ド
イ
ツ
語
部
会
編
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
新
町
貢
﹁
神
話
の
中
の
﹃
回
帰
﹄
と

﹃
発
展
﹄
︱
マ
ン
と
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
神
話
観
に
つ
い
て
︱
﹂R

hodus
Z
eitschrift

für
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G
erm

anistik.
N
r.

1
8

,

2
0
0
2
、
筑
波
ド
イ
ツ
文
学
会
、
﹁
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
ラ
ー

に
よ
る
二
つ
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
論
﹂
筑
波
大
学
文
藝
言
語
研
究

文
藝
編

巻
、

43

二
〇
〇
三
年
三
月
、
同
著
者
﹁
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
、
ニ
ー
チ
ェ
そ
し
て
ボ
イ
ム
ラ
ー
﹂

筑
波
大
学
文
藝
言
語
研
究

文
藝
編

巻
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、
同
著
者
﹁
ア
ル

44

フ
レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
ラ
ー
の
﹃
デ
ュ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
﹄
概
念
に
つ
い
て
﹂
筑
波
大
学
言
語

研
究

文
藝
編

巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
森
田
團
﹁
象
徴
の
歴
史
化
︱
ア
ル
フ

45

レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
ラ
ー
に
よ
る
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
解
釈
の
一
側
面
﹂﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研

究
﹄
東
京
大
学
大
学
院
総
合
研
究
科
、
二
〇
〇
五
年
。
ド
イ
ツ
で
は
主
要
な
文
献
と
し

て
は
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。M

arianne
B
aeum

ler,
H
ubert

B
runträger,

H
erm

ann

K
urzke.

(

H
g.

)T
hom

as
M

ann
und

A
lfred

B
aeum

ler:
eine

D
okum

entation.

W
ürzburg:

K
önigshausen

&
N
eum

an,

1
9
8
9

,
H
ubert

B
runträger.

D
er

Ironiker
und

der
Ideologe:

D
ie

B
eziehungen

zw
ischen

T
hom

as
M

ann
und

A
lfred

B
aeum

ler.

K
önigshausen

&
N
eum

ann,

1
9
9
3

,
W
erner

B
räuninger.

“
Ich

w
ollte

nicht
daneben

stehen…
”
:

L
ebensentw

ürfe
von

A
lfred

B
aeum

ler
bis

E
rnst

Jünger.
A
ustria:

A
res

V
erlag,

2
0
0
6

,U
lrich

F
röschle

/Thom
as

K
uzia.A

lfred
B
aeum

ler
und

E
rnst

Jünger.

D
resden:

U
niversitäsverlag

&
B
uchhandel

E
ckhard

R
ichter

&
C
o.,

2
0
0
8

,
M
ax

W
hyte.

‘

T
he

U
ses

and
A
buse

of
N
ietzsche

in
the

T
hird

R
eich:

A
lfred

B
aem

ler

’

s

“

H
eroic

R
ealism

”

.

’

,
Journal

of
C

ontem
porary

H
istory,

A
pril

2
0
0
8

,
V
olum

e

4
3

,
N
o.

2
、Johannes

K
eil.

A
lfred

B
äum

ler
―

E
in

N
ationalsozialist?,

D
resden:

T
echnische

U
niversität

D
resden,

2
0
0
4

４

拙
論
﹁
美
学
か
ら
政
治
へ
︱
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
と
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ボ
イ
ム

ラ
ー
︱
﹂
﹃
論
叢
﹄
第
６
号
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
、
二
〇
一
〇
年
二
月
を
参
照
。

５

占
星
術
と
神
智
学
、
ユ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
松
本
夏
樹
﹁
ド

イ
ツ
占
星
術
の
若
干
の
主
題
に
つ
い
て
の
メ
モ
﹂
入
江
良
平
﹁
二
匹
の
魚
︱
ユ
ン
グ
と

占
星
術
﹂
い
ず
れ
も
﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄

号
巻
６
号
︵
一
九
九
三
年
六
月
号
︶
所
収
。

25

６

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
等
の
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。﹃
バ
ッ
ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
論
集
成
﹄
臼
井
隆
一
郎
編
、
世
界
書
院
、
一
九
九
二
年

７

こ
れ
に
つ
い
て
新
町
氏
が
前
掲
論
文
﹁
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
、
ニ
ー
チ
ェ
そ
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