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〉

技
術
時
代
に
お
け
る
退
屈
―
郷
愁
と
祝
祭
と
い
う
現
象
を
め
ぐ
っ
て

渡わ
た
な
べ邉　

京
き
ょ
う
い
ち
ろ
う

一
郎

（
東
京
大
学
）

は 

じ 

め 

に

二
〇
世
紀
の
哲
学
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
二
九
／
三
〇
年
冬

学
期
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に
て
、
独
自
の
退
屈
論
を
展
開
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
主
著
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
で
は
「
恐
れ
」
や

「
不
安
」
と
い
う
気
分
を
扱
っ
た
彼
だ
が
、
今
度
は
一
九
二
九
年
当
時
の
状
況
に

着
目
し
な
が
ら
、
今
日
の

0

0

0

私
た
ち
が
陥
っ
て
い
る
気
分
を
取
り
上
げ
る
。
曰
く
、

目
下
の
と
こ
ろ
、
歴
史
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
私
た
ち
の
役
割
を
割
り
当

て
る
、「
文
化
哲
学
的
な
説
明
様
式
」（G

A
29/30, 114 ）

1
（

）
が
は
や
り
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
他
方
で
、
そ
の
ど
れ
も
が
不
充
分
で
あ
る

と
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
哲
学
」
が
流
行
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
事
態
こ
そ
が

問
題
で
あ
る
と
診
断
す
る
。

い
ま
や
決
定
的
な
問
い

0

0

0

0

0

0

と
は
、
私
た
ち
が
自
分
に
役
割
を
与
え
る
と
か
、
ま

し
て
や
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
の
内
に
は
、
な
に
が
存
し
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
役
割
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は

自
分
自
身
取
る
に
足
ら
な
く

0

0

0

0

0

0

0

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。〔
…
…
〕
私

た
ち
は
も
う
一
度
自
分
自
身
を
関
心
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
ろ
う
か
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
は
、
私
た
ち
自
身
が
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
、
退
屈
0

0

に0

な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。（G

A
29/30, 115

）

こ
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
今
日
の
状
況
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
現
代
的
な

気
分
と
し
て
の
退
屈
に
目
星
を
つ
け
、
講
義
の
大
半
を
そ
の
詳
細
な
分
析
に
当
て

る
の
で
あ
る
。

だ
が
一
方
で
、
こ
う
し
た
彼
の
推
察
は
即
座
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
次
の
よ
う
な
自
問
に
見
て
取
れ

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
世
界
交
通
や
技
術
0

0

や
経
済
が
人
間
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
動
か

し
続
け
て
い
る
な
か
で
、誰
が
こ
ん
な
ふ
う
に
言
い
張
る
だ
ろ
う
か
」（G

A
29/30, 
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115

、
強
調
は
引
用
者
）
と
。
確
か
に
、
実
際
に
い
ま
な
お
発
展
を
続
け
る
技
術
は
、

ゲ
ー
ム
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
魅
力
的
な
も
の

を
多
く
生
み
出
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
も
の
が
私
た
ち
を
退
屈
さ
せ
る

は
ず
は
な
い
の
だ

―
私
た
ち
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
共
感
を
抱
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
実
際
に
退
屈
の
分
析
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実

は
、
そ
う
し
た
想
定
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
技
術
時

代
に
お
け
る
退
屈
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
現
わ
れ
る
の
か
。
本
論
稿
が

扱
い
た
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
技
術
と
は
、
い
わ
ゆ
る
中
・
後
期
思
想
で
集
中
的
に
論

じ
ら
れ
る
一
大
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る）

2
（

。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
技
術
と
退
屈
を
と
も
に

論
じ
た
テ
ク
ス
ト
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
退
屈
と
技
術
の
関
連
を

仄
め
か
す
先
行
研
究
も
あ
る
一
方
で
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
は
表
面
的
な
示
唆
を

す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た）

3
（

。
だ
が
、
彼
の
思
想
を
注
意
深
く
辿
っ
て
み
る
と
、
こ
の

二
つ
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
論
じ
た
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ

る
。
そ
れ
が
一
九
六
一
年
の
講
演
「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
で
あ
る
。
本
論
稿

は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
講
演
に
焦
点

を
当
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
退
屈
論
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る）

4
（

。

本
論
稿
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
進
む
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
技
術
に
よ
る
退
屈

の
生
成
可
能
性
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
あ
り
方
、
及
び
ハ
ン
ナ
・
ア

レ
ン
ト
の
「
労
働
」
の
議
論
を
も
と
に
論
じ
る
。
第
二
節
で
は
、「
メ
ス
キ
ル
ヒ

七
〇
〇
年
」
の
退
屈
論
を
取
り
上
げ
、
技
術
時
代
に
お
け
る
退
屈
が
「
郷
愁
」
と

い
う
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
さ
ま
を
見
て
取
る
。
本
講
演
で
は
ま
た
、
郷
愁
と
し

て
の
退
屈
の
「
き
っ
か
け
」
と
な
る
「
祝
祭
」
に
つ
い
て
部
分
的
な
考
察
が
為

さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
節
で
は
、

1941/42

年
冬
学
期
講
義
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
回
想
」』
に
お
け
る
祝
祭

論
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
祝
祭
と
退
屈
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。

第
一
節　

労
働
か
ら
の
解
放
と
消
費
の
台
頭

一
・
一　

退
屈
の
前
提
条
件

そ
も
そ
も
な
ぜ
、
技
術
時
代
に
お
い
て
退
屈
が
入
り
込
む
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
は
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
あ
り
方
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
大
半
を
、
私
た
ち
の
日
常
性
の
分
析
に
費

や
し
て
い
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
を
参
照
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
日
常
「
優
柔
不

断
」
で
あ
り
、「
代
わ
る
が
わ
る
自
分
に
押
し
寄
せ
て
く
る
も
っ
と
も
身
近
な
出

来
事
や
偶
発
事
か
ら
自
分
を
理
解
し
て
い
る
」（SZ, 410

）
と
い
う
。
い
ま
私
は

文
章
を
書
く
こ
と
に
自
分
の
時
間
を
割
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
は
空
腹
に
耐
え
か

ね
て
作
業
を
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
急
な
連
絡
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
私
た
ち
は
、
そ
う
し

た
雑
事
に
気
を
取
ら
れ
る
こ
と
で
自
分
の
時
間

0

0

0

0

0

が
失
わ
れ
た
と
、
そ
う
感
じ
る
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
優
柔
不
断
な
者
を
特
徴
づ
け
る
語
り
は
、「
私
に
は
時

間
が
な
い
」
で
あ
る
」（SZ, 410

）
と
さ
れ
る
。

時
間
が
な
い
私
た
ち
に
時
間
が
与
え
ら
れ
る
と
ど
う
な
る
か
。
後
に
見
て
い
く

「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
一
節
に
呼
応
す
る
か
の

よ
う
に
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
な
に
に
対
し
て
も
も
は
や
時
間
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を
持
た
な
い
今
日
の
人
間
に
と
っ
て
、
時
間
は
、
そ
れ
が
自
由
に
使
え
る
〔frei 

haben
〕
時
間
で
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
長
す
ぎ
る
も
の
に
な
る
」（G

A
16, 579

）

の
だ
と
。
日
常
時
間
が
な
い
私
た
ち
は
、
自
由
な
時
間
を
手
に
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
も
そ
も
な
に
を
し
て
い
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
。
結
果
、
そ
の
時
間
は
手
持
ち

ぶ
さ
た
な
も
の
に
、
要
す
る
に
退
屈
な
時
間

0

0

0

0

0

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
か
ら
、
川
原
栄
峰
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
六
一
年
に
、
な
に
に
対
し
て
も
も
は
や
時
間
を
持
た
な

い
今
日
の
人
間
に
と
っ
て
、
時
間
は
、
そ
れ
が
自
由
に
使
え
る
時
間
で
あ
れ

ば
、
た
だ
ち
に
長
す
ぎ
る
も
の
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
う
述
べ
た
と

き
、
技
術
が
人
間
に
た
く
さ
ん
の
時
間
を
与
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
間
に
対
し
て
退
屈
を
生

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

み
出
す

0

0

0

と
い
う
事
態
を
、
彼
は
す
で
に
予
感
し
て
い
た
の
だ
と
、
そ
う
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か）

5
（

。

強
調
を
付
し
た
一
節
に
注
目
し
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
退
屈
が
生
み
出

さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
日
常
時
間
の
な
い
私
た
ち
に
時
間
が
与
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
原
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
時
間
を
も
た
ら
す
も
の
こ
そ
、

ほ
か
な
ら
ぬ
技
術
0

0

な
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
す
な
わ
ち
、
退
屈
の
成
立
の
た
め

の
い
わ
ば
前
提
条
件
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
技
術
が
時
間
を
与
え

る
と
い
う
こ
の
事
態
を
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
・
二　

労
働
か
ら
の
解
放

私
た
ち
に
時
間
が
与
え
ら
れ
る
と
言
う
と
き
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
無
か
ら

時
間
が
創
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
な
に
か
に
費
や
さ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
時
間
が
、
自
由
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
雑
事
の
最
た
る
例
は
、
生
き
て
い
く
う
え
で
必
要
な
活
動
、
つ
ま
り
「
労

働
」
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
そ
う
し
た
労
働

に
費
や
さ
れ
て
い
た
時
間
が
自
由
時
間
へ
と
変
化
し
て
い
く
そ
の
顛
末
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
捉
え
る
た
め
、
私
は
労
働
を
め
ぐ
る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
に
当
た
っ
て

み
た
い
。

彼
女
は
『
活
動
的
生
』
に
て
、
人
間
を
労
働
、
製
作
、
行
為
と
い
う
三
つ
の
在

り
方
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
物
や
道
具
を
作
る
こ
と
で
人
工
的
な
世
界
を
創
造
す

る
製
作
、
言
葉
を
用
い
て
複
数
の
人
々
と
語
り
合
い
な
が
ら
政
治
を
営
む
行
為
に

対
し
、
労
働
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

労
働
と
い
う
活
動
は
、
人
間
の
肉
体
の
生
物
学
的
プ
ロ
セ
ス
に
対
応
し
て
い

る
。
肉
体
は
自
発
的
な
成
長
や
新
陳
代
謝
や
衰
弱
の
な
か
で
自
然
物
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
労
働
は
、
生
の
必
要
物
と
し
て
の
自
然
物

を
生
き
た
有
機
体
に
供
給
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
自
然
物
を
生
産
し
た
り
用
意

し
た
り
す
る
。
労
働
と
い
う
活
動
を
根
本
的
に
条
件
づ
け
て
い
る
の
は
、
生

命
そ
れ
自
体
で
あ
る
。（VA

, 14

）

労
働
と
は
、
生
き
て
い
く
う
え
で
の
必
要
物
、
例
え
ば
食
料
や
飲
み
物
を
生
み

出
し
た
り
用
意
し
た
り
す
る
活
動
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
必
要
物

を
貨
幣
に
よ
っ
て
得
て
い
る
た
め
、
労
働
と
は
さ
し
あ
た
り
社
会
的
な
賃
金
労
働

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
分
の

0

0

0

生
命
維
持
の
た
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め
に
為
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
ほ
か
の
人
間
が
介
在
す
る
必
要
は
な
い
。
他

者
と
の
複
数
性
を
人
間
の
根
本
に
置
く
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
「
完

全
な
孤
独
の
内
で
労
働
す
る
存
在
は
も
は
や
人
間
で
は
な
く
、
こ
の
語
の
も
っ
と

も
字
義
的
か
つ
恐
る
べ
き
意
味
で
労
働
す
る
動
物
〔anim

al laborans

〕
で
あ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（VA

, 27

）。
労
働
と
は
つ
ま
り
、
人
間
の
条
件
の
な
か
で

も
と
り
わ
け
動
物
的
で
、
生
き
も
の
全
般
に
共
通
す
る
条
件
な
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
な
か
で
労
働
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
は
想

像
に
難
く
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
動
物
の
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
と
人
間
の
生

と
に
共
通
す
る
も
の
は
、
人
間
的
な
も
の
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
」（VA

, 79

）

か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
私
た
ち
と
し
て
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
労
働
か
ら
解
放
さ

れ
、
製
作
や
行
為
と
い
っ
た
人
間
的
な
営
み
に
時
間
を
割
き
た
い
と
思
う
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

労
働
者
に
よ
る
革
命
で
も
っ
て
そ
う
し
た
世
界
を
実
現
せ
よ
、
と
い
う
理
想
を

掲
げ
た
の
が
、
一
九
世
紀
の
思
想
家
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
が

評
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
革
命
と
は
「
労
働
者
階
級
を
解
放
す
る

と
い
う
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
む
し
ろ
人
間
を
労
働
か
ら
自
由
に
す
る
こ
と
を

課
題
と
し
て
い
た
」（VA

, 95

）
の
で
あ
っ
た
。

一
・
三　

消
費
の
台
頭

労
働
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
の
こ
と
に
よ
り
多
く
の
時
間
を
費
や
せ
る
「
ユ
ー

ト
ピ
ア
」
の
実
現
は
、
現
代
の
状
況
に
照
ら
し
て
み
る
と
不
可
能
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
こ
こ
数
十
年
の
発
展
、
と
り
わ
け
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
空
想
的
な
可
能
性
と
そ
の
始
ま
り
に
目
を
向
け
れ
ば
、
昨
日
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
が
明
日
の
現
実
と
し
て
姿
を
現
わ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
湧
い
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
」（VA

, 119

）
の
だ
。
こ
こ
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
技
術
の
発
展
と
労
働
の
解
放
の
連
関
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
技
術
の
進
歩
、
と
り
わ
け
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
日
常

の
雑
事
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
技
術
の
発
展
は
私
た
ち
に
深
刻
な
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
「
余
暇
0

0

」
の
問
題
で
あ
る）

6
（

。
マ
ル
ク
ス
が
描
い
て
い
た
の
は
、「
余
暇

〔Freizeit

〕
が
最
後
に
は
人
間
を
必
要
物
か
ら
自
由
に
し
、
労
働
す
る
動
物
を
生

産
的
に
す
る
だ
ろ
う
」（VA

, 120

）
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し

に
な
る
が
、
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
私
た
ち
が
、
そ
こ
に
費
や
し
て
い
た
時
間
を

自
分
の
た
め
に
使
う
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
方
で
、
私
た
ち
に

突
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
正
反
対
の
世
界

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
か
ら
一
〇
〇
年
経
っ
た
後
、
私
た
ち
は
こ
の
論
証
が
誤
謬
で
あ
っ

た
次
第
を
、
確
か
な
か
た
ち
で
知
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
す
る

動
物
の
余
剰
時
間
は
、
消
費
活
動
以
外
に
は
決
し
て
費
や
さ
れ
ず
、
し
か
も

よ
り
多
く
の
時
間
が
与
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
労
働
す

る
動
物
の
願
望
と
欲
求
は
貪
欲
か
つ
危
険
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。（VA

, 120

）

ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
消
費
物
は
永
続
性
の
度
合
い
が
も
っ
と
も
低
く
、
完

成
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
に
は
も
う
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
」（VA

, 88

）。
喉
の
渇
き
を
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訴
え
て
い
る
人
が
、
飲
み
も
の
を
見
つ
け
る
や
否
や
す
ぐ
に
そ
れ
に
あ
り
つ
く
よ

う
に
、
労
働
の
生
産
物
は
た
だ
ち
に
消
費
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
消
費
へ
の
欲
求

は
、
私
た
ち
に
多
く
の
時
間
が
与
え
ら
れ
る
ほ
ど
危
険
な
も
の
と
な
る
。
と
は
い

え
、
消
費
は
あ
く
ま
で
も
労
働
あ
り
き
の
営
み
で
あ
り
、
一
方
が
増
え
れ
ば
他
方

も
増
え
、
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
と
消
費
は
循
環
の
関
係
に

あ
り
、「
こ
の
循
環
は
消
費
さ
れ
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
そ
う
し
た

消
費
の
手
段
を
調
達
す
る
の
が
労
働
と
呼
ば
れ
る
」（VA

, 91

）。

だ
と
す
れ
ば
、
労
働
時
間
は
技
術
に
よ
っ
て
短
縮
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
空
い
た

時
間
に
生
じ
る
消
費
へ
の
欲
求
は
増
大
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、
循
環
を
維
持
す
る

た
め
、
私
た
ち
は
再
び
労
働
に
向
か
う

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る

の
は
、
消
費
を
目
的
と
し
た
労
働
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
に
反
し
て
、
私
た
ち
の
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
の
は
、
実
の
と
こ
ろ

ま
っ
た
く
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
な
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
ア
レ
ン
ト
の
議
論
か
ら
確
認
す
べ
き
は
次
の
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
労
働
か
ら
見
か
け
上

0

0

0

0

解
放
さ
れ
る
こ
と

で
、
言
い
換
え
れ
ば
消
費
が
台
頭
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
多
く
の
時
間
を
手
に

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
空
い
た
時
間
に
お
い
て
初
め
て
、
余
暇
、
つ
ま
り
退

屈
の
生
じ
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
技
術
に
よ
る
労
働
か
ら
の
解
放

な
い
し
消
費
の
台
頭
と
い
う
こ
の
事
態
こ
そ
、
私
が
退
屈
の
成
立
の
た
め
の
前
提

条
件
と
し
て
考
え
た
い
当
の
も
の
で
あ
る）

7
（

。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
節
で

は
「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
に
当
た
り
、
い
か
に
し
て
技
術
が
退
屈
を
生
み
出

す
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

第
二
節　
「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
に
お
け
る
退
屈
論

二
・
一　
「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
は
な
に
を
語
る
の
か

「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
は
一
九
六
一
年
七
月
二
二
日
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
生

ま
れ
故
郷
で
あ
る
メ
ス
キ
ル
ヒ
の
記
念
祭
で
読
ま
れ
た
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
本
講
演
の
主
題
が
「
故
郷
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
予
想
の
つ

く
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
で
そ
の
導
入
の
仕
方
は
独
特
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
人
々
が
故
郷
に
つ
い
て
過
剰
に
書
い
た
り

語
っ
た
り
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
逆
説
的
に
故
郷
に
つ
い
て
の
「
省
察
」
が
為

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「「
故
郷
」
と
い
う
主
題
は
い
ま
で
は
退
屈
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
く
、
深
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
根
底
か
ら

し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
」（G

A
16, 574

）。
こ
の
よ
う
に
「
退
屈
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
も
予
感
さ
せ
つ
つ
、
と
も
あ
れ
本
講
演
で
は
、
こ
の
手
あ
か
に
ま
み
れ
つ
つ

あ
る
故
郷
と
い
う
主
題
が
、
ま
さ
に
故
郷
に
住
ま
う
人
々
と
と
も
に
省
察
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

故
郷
の
人
々
の
最
大
の
関
心
事
は
、
故
郷
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
く
の

か
、
つ
ま
り
故
郷
の
「
明
日
」
や
「
未
来
」
で
あ
ろ
う
。
通
常
「
未
来
」
と
は
、

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
「
今
日
」
の
後
に
や
っ
て
来
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
だ

が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
未
来
と
は
現
在
進
行
形
で
「
私
た
ち
に
向
か
っ
て
来

て
い
る
も
の
〔das auf -uns -zu -K

om
m

ende

〕」（G
A

16, 575

）
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
未
来
は
い
ま
こ
の
と
き
に
も
、
す
で
に
そ
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
徴
候
の
一
つ
が
、
都
市
や
村
に
備
え
つ
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
「
テ
レ
ビ
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受
信
機
や
ラ
ジ
オ
受
信
機
」
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
技
術
に
よ
る
生
産
物

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

そ
れ
ら
受
信
機
が
示
し
て
い
る
の
は
、
人
間
は
、
外
か
ら
見
れ
ば
「
住
ん
で

い
る
」
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
と
し
て
も
、
も
は
や
ま
っ
た
く
も
っ
て
家
に
居
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
む
し
ろ
、
見
慣
れ
な
い
が
刺
激
的
で
引
き

つ
け
て
や
ま
な
い
、
と
き
に
は
お
も
し
ろ
く
も
あ
る
指
導
的
な
領
域
へ
時
々

刻
々
と
引
っ
越
し
て
い
く
。〔
…
…
〕
そ
う
し
た
領
域
は
、
新
し
い
も
の
か

ら
最
新
の
も
の
へ
と
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に
よ
っ
て
釘

づ
け
に
さ
れ
引
っ
越
す
な
か
で
、
人
間
は
い
わ
ば
住
居
を
引
き
払
っ
て
い
る

〔ausziehen

〕。
人
間
は
故
郷
的
な
も
の
か
ら
非
故
郷
的
な
も
の
へ
と
移
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。（G

A
16, 575

）

各
地
の
最
新
情
報
を
伝
え
る
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
は
、
あ
た
か
も
時
空
の
隔
た
り

な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、

運
ば
れ
て
く
る
情
報
は
そ
れ
自
体
魅
力
的
で
も
あ
る
た
め
、
当
時
の
人
々
が
こ
う

し
た
技
術
品
に
惹
か
れ
る
さ
ま
は
想
像
に
難
く
な
い
。
す
る
と
奇
妙
な
こ
と
で
は

あ
る
が
、
故
郷
に
住
ん
で
い
る
一
方
で
、
遠
く
離
れ
た
異
国
の
地
の
状
況
や
サ
ッ

カ
ー
の
試
合
結
果
な
ど
に
つ
き
っ
き
り
と
な
っ
て
い
る
私
た
ち
は
、
実
の
と
こ
ろ

故
郷
に
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
故
郷
に
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
非
故

郷
的
な
も
の
へ
と
成
り
下
が
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
要
す
る

に
、「
今
日
に
あ
っ
て
世
界
の
実
情
を
規
定
し
て
い
る
」（G

A
16, 577

）
技
術
に

よ
っ
て
、
故
郷
の
存
在
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
・
二　

技
術
時
代
に
お
け
る
郷
愁
―
そ
の
現
わ
れ
と
し
て
の
深
い
退
屈

だ
と
す
れ
ば
、
本
講
演
は
避
け
が
た
く
次
の
問
い
へ
と
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
「
現
代
技
術
の
支
配
下
で
、
そ
し
て
そ
う
し
た
技
術
に
よ
っ
て

生
じ
て
い
る
世
界
変
動
に
あ
っ
て
、
な
お
も
な
ん
ら
か
の
意
味
で
故
郷
は
あ
り
得

る
の
か
」（G

A
16, 578

）
と
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、
技
術
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
非
故
郷
的
な
も
の
の
た
だ
中
で
故
郷
は
な
お
も
存
在
し
得
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
応
え
は
「
然
り
」
で

あ
る
。
曰
く
、
故
郷
は
「
故
郷
へ
の
衝
動
〔der Zug zur H

eim
at

〕」（G
A

16, 

578

）
と
い
う
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
郷
愁
0

0

と
い
う
か
た
ち
で
な
お
も
生
き
続
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

た
い
て
い
の
場
合
郷
愁
と
は
、
故
郷
に
い
な
か
っ
た
り
故
郷
を
離
れ
た
り
す
る

こ
と
で
初
め
て
抱
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
郷
愁
の
本
質
に
辿
り
着
く
た

め
に
は
、
現
に
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
非
故
郷
的
な
も
の
の
内
実
を

心
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
の
退
屈
0

0

と
い
う
気
分
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

〔
…
…
〕
非
故
郷
的
な
も
の
は
人
間
を
楽
し
ま
せ
、
魅
惑
し
、
人
間
の
時
間

を
満
た
し
、
人
間
に
対
し
て
時
間
を
短
く
す
る
〔verkürzen

〕
よ
う
求
め

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人
間
に
と
っ
て
時
間
は
絶
え
ず
長
す

ぎ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
も
は
や
、
自
由
な
時
間

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
独
り
で
は
な
に
も
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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〔
…
…
〕
人
間
は
、
気
晴
ら
し
〔K

urzw
eil

〕
に
よ
っ
て
時
間
を
短
く
す
る

こ
と
で
、
こ
の
長
い
時
間
を
追
い
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
気

晴
ら
し
に
関
わ
る
も
の
〔das K

urzw
eilige

〕
は
退
屈
を
取
り
除
く
か
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
、
退
屈
を
覆
い
隠
し
て
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
求
め
ら
れ
て

い
る
。（G

A
16, 579

）

技
術
は
私
た
ち
に
、
そ
れ
自
体
魅
力
的
に
映
る
非
故
郷
的
な
も
の
を
も
た
ら
す

の
だ
が
、
そ
の
目
的
は
長
す
ぎ
る
時
間
を
短
く
す
る
と
い
う
こ
の
一
点
に
あ
る
。

第
一
節
の
議
論
を
思
い
出
そ
う
。
技
術
の
発
展
に
伴
う
労
働
か
ら
の
見
か
け
上
の

解
放
、
そ
し
て
消
費
活
動
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
は
多
く
の
時
間
が
も
た

ら
さ
れ
る
。
だ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
る
に
、
私
た
ち
は
も
は
や
、
そ
う
し
た
自
由

な
時
間
が
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
な
に
を
し
て
い
い
か
が
分
か
ら
な
い
。
手
持

ち
ぶ
さ
た
と
な
っ
た
そ
の
時
間
は
す
ぐ
さ
ま
長
す
ぎ
る
も
の
に
、
言
い
換
え
れ
ば

退
屈
に
な
る
。
そ
う
し
た
不
快
な
気
分
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
技
術
に
よ
る
生

産
物
で
気
晴
ら
し
を
行
い
、
長
い
時
間
を
短
く
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

で
は
、
こ
こ
で
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
退
屈
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
映
画
や
旅
行
と
い
っ
た
気
晴
ら
し
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
る
よ
う
な
類

い
の
退
屈
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
技
術
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る

の
は
む
し
ろ
、
根
本
気
分

0

0

0

0

と
し
て
の
「
深
い
退
屈
」
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言

う
。『

形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
は
、
深
い
退
屈
は
「
時
間
地
平
の
呪
縛

0

0

0

0

0

0

0

」

（G
A

29/30, 230

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
時
間
地
平
と
は
「〔
私
た
ち
〕
現
存
在
自

0

0

0

0

身0

が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

そ
う
で
あ
る
よ
う
な
時
間
」（G

A
29/30, 221

）
で

あ
る
。
私
た
ち
は
例
え
ば
、
未
来
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
し
た
り
過
去
の
こ
と
を

振
り
返
っ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
な
に
ご
と
か
を
為
し

た
り
考
え
た
り
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
い
つ
で
も
な
ん
ら
か
時
間
的
な
観
点
に
立

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
深
い
退
屈
と
は
、
な

に
か
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
時
間
的
な
存
在
で
あ
る

以
上
、
根
本
か
ら
し
て

0

0

0

0

0

0

必
然
的
に
被
ら
ざ
る
を
得
な
い
気
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
深
い
退
屈
は
根
本
0

0

気
分
な
の
で
あ
る
。

「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
で
深
い
退
屈
は
次
の
二

つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
一
方
で
は
、
私
た
ち
が
気
晴
ら
し
に
よ
っ
て
こ
の
退

屈
を
覆
い
隠
す
と
い
う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
深
い
退
屈
は
「
私
た
ち

を
あ
ら
ゆ
る
気
晴
ら
し
の
方
へ
と
駆
り
立
て
る
」（G

A
16, 579

）。
だ
が
他
方
で
、

こ
の
退
屈
こ
そ
が
、「
告
白
さ
れ
ず
に
隠
さ
れ
押
し
の
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
で
も
な
お
避
け
が
た
い
故
郷
へ
の
衝
動
、
つ
ま
り
隠
さ
れ
た
郷
愁
」（G

A
16, 

580

）
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
語
特
有
の
慣
用
表
現
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。「
郷
愁
を

抱
く
」
と
言
う
場
合
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「lange Zeit haben

」、
文
字
通
り
に
は

「
長
い
時
間
を
持
つ
」
と
表
現
す
る
。「
私
た
ち
が
有
し
て
い
る
こ
の
長
い
時
間

は
、
長
い
間
〔lange W

eile

〕
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（G

A
16, 580

）
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
の
長
い
時
間
と
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
の
深
い
退
屈
の
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
深
い
退
屈
の
経
験
は
、
郷
愁
を
抱
く
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
の

だ
。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、
退
屈
と
郷
愁
の
語
の
レ
ベ
ル
で
の
密
接
な
繋
が
り
に

関
し
て
は
、
す
で
に
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
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退
屈
、
長
い
時
間

―
と
り
わ
け
ア
レ
マ
ン
地
方
の
用
語
法
で
は

―
「
長

い
時
間
を
持
つ
〔lange Zeit haben

〕」
は
「
郷
愁
を
抱
く
〔H

eim
w

eh 

haben
〕」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な

い
。
誰
か
が
な
に
か
へ
の
長
い
時
間
を
持
つ
と
は
つ
ま
り
、
な
に
か
へ
の
郷

愁
を
抱
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。（G

A
29/30, 120 ）

8
（

）

二
・
三　

深
い
退
屈
の
二
面
性
―
そ
し
て
祝
祭
と
い
う
「
き
っ
か
け
」

整
理
し
よ
う
。
以
上
の
議
論
か
ら
私
た
ち
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

技
術
と
退
屈
の
二
面
性
で
あ
る
。

一
方
で
、
労
働
か
ら
の
見
か
け
上
の
解
放
、
及
び
消
費
の
台
頭
と
軌
を
一
に
し

て
、
技
術
は
長
い
時
間
を
生
み
出
す
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
深
い
退
屈
の
一

側
面
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
長
い
時
間
は
追
い
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
私

た
ち
を
さ
ま
ざ
ま
な
気
晴
ら
し
へ
と
誘
う
。
そ
し
て
、
魅
力
的
に
映
る
気
晴
ら
し

を
提
供
す
る
の
が
、
長
い
時
間
を
生
み
出
し
た
同
じ
0

0

技
術
な
の
で
あ
る
。

だ
が
他
方
で
、
技
術
が
自
ら
提
供
す
る
気
晴
ら
し
は
、
そ
れ
自
体
非
故
郷
的
な

も
の
と
し
て
私
た
ち
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
明
ら
か
に
な
る
の
が
、
深
い
退
屈

の
真
の
姿
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
故
郷
的
な
も
の
の
た
だ
中
に
あ
る
こ
と
で
初
め

て
、
郷
愁
と
し
て
の
深
い
退
屈
が
、
技
術
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
た
も
の
と
し
て

顕
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
技
術
と
退
屈
の
関
係
は
、
技
術
が
非
故
郷
的
な
気
晴
ら
し
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
も

0

0

0

0

0

そ
こ
で
覆
い
隠
さ
れ
た
郷
愁
と
し
て
の
退
屈
が
明
ら

か
に
な
る
と
、
こ
う
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
技

術
時
代
に
あ
っ
て
「
深
い
退
屈
、
長
い
時
間
、
郷
愁
は
故
郷
へ
の
衝
動
を
、
そ

し
て
故
郷
に
属
し
て
い
る
と
い
う
破
壊
で
き
な
い
事
実
〔die unzerstörbare 

Zugehörigkeit

〕
を
、
絶
え
ず
静
か
に
証
言
し
て
い
る
」（G

A
16, 580

）
の
で
あ

る
。技

術
時
代
に
お
け
る
退
屈
は
故
郷
へ
の
衝
動
と
し
て
現
わ
れ
る
。
だ
が
そ
う
だ

と
し
て
、
果
た
し
て
私
た
ち
は
、
こ
の
退
屈
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
と
い
う
の
も
、
な
る
ほ
ど
退
屈
が
郷
愁
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い

え
、
依
然
と
し
て
技
術
は
、
そ
の
退
屈
を
覆
い
隠
す
た
め
の
気
晴
ら
し
を
提
供
し

続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郷
愁
を
抱
い
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
で

さ
え
、
非
故
郷
的
な
気
晴
ら
し
と
い
う
誘
惑
は
私
た
ち
に
押
し
迫
っ
て
来
て
い
る

の
で
あ
る
。

な
ら
ば
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
郷
愁
を
遂
行
さ
せ
る
原
動
力
と
な
る
な
に

か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
を
実
際
に

0

0

0

故
郷
へ
と
赴
か
せ
る
な
に
ご
と
か
で
あ

ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
ま
こ
こ
メ
ス
キ
ル
ヒ
で
開
か
れ
て
い

る
「
祝
祭
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、〔
い
ま
催
さ
れ
て
い
る
〕
メ
ス
キ
ル
ヒ
の
名
匠
に
よ
る
作
品
の

展
覧
会
は
、
こ
の
市
の
記
念
式
典
の
中
心
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
展
覧
会
は

真
の
意
味
で
の
「
き
っ
か
け
〔der A

nlaß

〕」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
本
来
的

な
意
味
で
の
祝
祭
な
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
私
た
ち
に
、

絵
画
の
美
し
さ
を
味
わ
っ
た
り
、
名
匠
に
よ
る
芸
術
業
績
に
感
嘆
し
た
り
と

い
っ
た
き
っ
か
け
を
も
た
ら
す
の
み
に
留
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
展
覧
会

と
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
静
け
さ
や
集
約
す
る
こ
と
〔die Sam

m
lung

〕

へ
と
、
す
な
わ
ち
故
郷
的
な
も
の
へ
と
立
ち
戻
る
た
め
の
き
っ
か
け
な
の
で
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あ
る
。（G

A
16, 581

）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
と
も
す
れ
ば
当
然
の
事
柄
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
お
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
一
方
で
、
故
郷
で
開

か
れ
て
い
る
祝
祭
的
な
催
し
、
例
え
ば
展
覧
会
は
、
そ
こ
で
飾
ら
れ
て
い
る
作
品

に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
き
っ
か
け
と
な
る
。
そ
う
し
た
故
郷
の
祝
祭
は
他
方

で
、
私
た
ち
を
故
郷
に
呼
び
戻
す
た
め
の
き
っ
か
け
と
も
な
り
得
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
祝
祭
と
は
、
非
故
郷
的
な
も
の
の
た
だ
中
で
揺
れ
動
く
私
た
ち
に
帰
郷
を

決
心
さ
せ
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祝
祭
が
帰
郷
を
決
心
さ
せ
る
「
き
っ
か
け
」
だ
と
す
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
議
論
は
、
一
方
で
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
講
演
と
い
う

の
も
相
ま
っ
て
、
こ
の
議
論
が
い
さ
さ
か
限
定
的
で
あ
る
印
象
は
否
め
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
彼
の
祝
祭
論
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
讃
歌
「
回
想
」』
講
義
で
あ
る
。
次
節
で
は
本
講
義
の
祝
祭
論
に
当
た
っ
た
う

え
で
、「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
の
退
屈
論
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ

う
。

第
三
節　

退
屈
と
祝
祭

三
・
一　

非
本
質
的
な
「
祝
い
」

本
講
義
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
「
回
想
」
の
解
釈
が
為
さ
れ
つ
つ
、
そ

の
詩
の
「
祭
り
の
日
々
〔Feiertage

〕」
と
い
う
表
現
を
下
に
祝
祭
に
つ
い
て
の

考
察
が
為
さ
れ
る）

9
（

。「
本
来
的
に
は
祝
祭
の
前
日
で
あ
る
」（G

A
52, 73

）
祭
り
の

日
々
は
、
祝
祭
へ
と
向
け
ら
れ
た
祝
い
の
日
々
で
あ
る
。
他
方
、
現
代
に
お
い
て

「
祝
い
」
と
い
う
現
象
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
。「

祝
い
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
、
日
常
的
な
行
な
い
を
中
断
す
る
こ
と
、
労
働

を
手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。〔
…
…
〕
祝

う
と
は
こ
の
場
合
、
労
働
か
ら
見
積
も
ら
れ
た
も
の
で
、
ス
ト
レ
ス
解

消
の
手
段
と
か
娯
楽
に
よ
る
休
養
の
こ
と
で
あ
る
。「
祝
い
」
と
は
こ
う

し
て
、
根
本
か
ら
し
て
、
労
働
の
休
憩
時
間
を
労
働
に
役
立
つ
仕
方
で

〔arbeitsdienlich

〕
満
た
す
こ
と
で
あ
る
。（G

A
52, 64

）

括
弧
つ
き
の
、
つ
ま
り
非
本
質
的
な
「
祝
い
」
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
日
々
の
労

働
の
休
憩
時
間
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、「
祝
い
と
は
さ
し
あ
た
り
、
労

働
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（G

A
52, 74

）。
こ
こ
で
労
働
と
は
、
一
般
的

な
意
味
で
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
が
、
ア
レ
ン
ト
が
述
べ
た
よ
う
な
、
生
き
て
い

く
う
え
で
必
要
な
活
動
と
し
て
の
「
労
働
」
と
概
ね
重
な
り
合
う
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。

そ
こ
で
一
・
三
の
議
論
を
思
い
出
せ
ば
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
余

剰
時
間
は
、
そ
う
し
た
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
間
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
の
「
祝
い
」
の
時
間
も
、
一
見
す
る
と
労
働
か
ら
自
由
な
時
間
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
祝
い
」
に
お
け
る
目
的
は
、
私
た
ち
を
再
び
労
働
に
取

り
組
め
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
依
然

と
し
て
労
働
か
ら
「
祝
い
」
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
か
ら
考
え
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て
い
る
の
で
は
な
い
。

も
う
少
し
こ
の
「
祝
い
」
に
留
ま
っ
て
み
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
祝
い
」
は
「
休
憩
時
間
を
満
た
す
と
か
、
私
た
ち
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
言
う

わ
け
だ
が
、
空
虚
な
時
間
を
追
い
払
う
」（G

A
52, 74

）
と
い
う
形
態
を
伴
う
。

一
・
一
で
見
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
間
が
与
え
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
、
も
は
や
な
に
を
す
れ
ば
い
い
の
か
が
分
か
ら
ず
、
そ
う
し
た
時
間

は
た
だ
ち
に
空
虚
な
も
の
に
、
つ
ま
り
は
退
屈
な
も
の
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
祝
い
」
と
は
、
休
憩
時
間
が
退
屈
な
時
間
と
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
、
言
っ
て

し
ま
え
ば
気
晴
ら
し

0

0

0

0

と
い
う
防
衛
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
「
祝
い
」
は
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
な
ら
ば
こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
、
現
代
で
は
祝
祭
も
ま
た
、
非
本
質
的

な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
点
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。
例
え
ば
ヨ
ゼ
フ
・
ピ
ー
パ
ー
は
、「
ま
っ
た
き
労
働
世
界
の
内
部
で
」
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
る
祝
祭
は
「
大
衆
娯
楽）

10
（

」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
現
代
の
祝
祭
の

あ
り
よ
う
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
確
か
に
、
主
と
し
て
休
日
に
行
わ
れ
、
屋
台

が
立
ち
並
び
、
最
後
に
は
花
火
が
打
ち
上
が
る
、
い
わ
ば
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た

現
代
の
祭
り
は
、
な
ぜ
そ
も
そ
も
こ
の
祭
り
が
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
そ
の
本
来

の
意
味
を
失
い
、
一
種
の
娯
楽
と
し
て
通
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

だ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
祝
い
の
こ
の
非
本
質
が
、
ま
さ
に
本

質
を
立
証
す
る
」（G

A
52, 65

）
の
で
あ
る
。
深
い
退
屈
の
現
象
を
思
い
出
そ
う
。

そ
こ
で
は
ま
さ
に
、
技
術
が
も
た
ら
す
非
故
郷
的
な
も
の
と
い
う
、
い
ま
現
在
猛

威
を
奮
っ
て
い
る
も
の
の
た
だ
中
で
こ
そ
、
故
郷
的
な
も
の
が
な
お
も
破
壊
で
き

な
い
事
実
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
非
本
質
的
な

「
祝
い
」
が
蔓
延
る
こ
の
現
状
に
お
い
て
こ
そ
、
本
質
的
な
祝
い
が
考
察
さ
れ
て

然
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
本
来
の
祝
い
、
並
び
に
そ
う
し
た
祝
い
が
狙
い
を
つ
け
て
い
る

祝
祭
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
現
象
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
・
二　

本
質
的
な
祝
い
と
祝
祭
―
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
の
生
起

非
本
質
的
な
「
祝
い
」
が
労
働
の
休
止
を
意
味
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
来
の

祝
い
と
は
、「
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
に
対
し
て
自
由
に
な
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
通

常
の
も
の
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
」（G

A
52, 66

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
通
常
の
も

の
と
い
う
の
は
さ
し
あ
た
り
、「
そ
の
有
用
性
と
い
う
観
点
に
従
っ
て
意
の
ま
ま

に
で
き
る
」（G

A
52, 65

）
も
の
を
指
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
、
机
の
上

の
ペ
ン
は
な
に
か
を
書
く
た
め
に

0

0

0

、
手
も
と
の
コ
ッ
プ
は
お
茶
を
飲
む
た
め
に

0

0

0

、

ま
ず
も
っ
て
私
た
ち
に
出
会
わ
れ
て
く
る
。
本
来
の
祝
い
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

が
有
用
性
と
い
う
点
で
捉
え
ら
れ
る
領
域
か
ら
抜
け
出
し
、
通
常
な
ら
ざ
る
も
の

の
領
域
へ
と
入
り
込
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。

通
常
な
ら
ざ
る
も
の
と
は
な
に
か
。
曰
く
、「
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
そ
も

そ
も
存
在
す
る
も
の
が
在
る
の
で
あ
っ
て
む
し
ろ
無
で
は
な
い
、
と
い
う
事
態
の

内
に
集
約
す
る
」（G

A
52, 75

）。
こ
こ
で
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
存
在
す
る
も

の
の
存
在
の
経
験
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
経
験
は
な
に
も
、
私
た
ち
の
与

り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
通
常
の
も
の
に
お
い
て
」（G

A
52, 

66

）
生
じ
る
。
机
の
上
の
ペ
ン
が
ま
さ
に
在
る
と
い
う
、
通
常
思
い
描
か
れ
る
こ

と
の
な
い
事
態
が
、
祝
い
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
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存
在
す
る
も
の
が
有
用
性
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
来
の
祝
い
と
は
、
一
種
の
見
方

の
変
容
の
経
験
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
が
祝
わ
れ
る
「
祝
祭
の
間
」
は
、「
通
常
の

も
の
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
障
壁
の
克
服
と
、
本
質
的
な
も
の
の
豊
か
さ
と
が
含
み
込

ま
れ
て
い
る
」（G

A
52, 93

）
時
間
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
る
に
、
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
は
「
唯
一
の
も

の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
原
初
的
な
も
の
〔das A

nfängliche

〕
と
し
て
「
し
か
」

あ
り
え
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
こ
う
続
け
て
い
る
。

原
初
は
、
そ
れ
が
そ
の
つ
ど
一
つ
の
間
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
間
の
内

に
唯
一
の
も
の
の
無
尽
蔵
さ
を
秘
め
て
い
る
限
り
留
ま
り
続
け
る
。
祝
祭

の
時
と
は
こ
の
間
な
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
祭
り
の
日
と
は
、
祝
祭
の
方
か

ら
、
そ
し
て
ま
さ
に
祝
祭
か
ら
情
調
づ
け
ら
れ
た
、
独
特
な
留
ま
り
〔das 

Verw
eilen

〕
で
あ
る
。
こ
の
留
ま
り
は
、
労
働
の
単
な
る
中
断
と
は
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
。（G

A
52, 94

）

祝
祭
と
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
祭
り
の
日
々
に
お
い
て
準
備
さ
れ
た
、
通
常
な

ら
ざ
る
も
の
と
し
て
の
原
初
が
留
ま
り
続
け
る
そ
の
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
原
初

と
は
、「
故
郷
の
故
郷
的
な
も
の
と
原
初
的
な
も
の
と
い
う
「
源
泉
」」（G

A
52, 

53–54

）
と
い
う
表
現
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
面
で
は
故
郷
的
な
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
う
し
た
原
初
は
「
既
在
し
た
も
の
〔das 

G
ew

esene

〕」（G
A

52, 81

）
で
も
あ
る
。
既
在
し
た
も
の
と
は
、
単
に
一
回
き
り

の
過
去
の
事
柄
と
は
異
な
り
、
か
つ
て
在
り
、
か
つ
い
ま
も
脈
々
と
息
づ
い
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
原
初
が
生
起
す
る
祝
祭
に
向
け
て
祝
う

と
い
う
営
み
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
の
中
断
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
事
態

な
の
で
あ
る
。

三
・
三　

祝
祭
へ
と
向
け
ら
れ
た
深
い
退
屈

以
上
の
祝
祭
に
つ
い
て
の
議
論
を
も
と
に
、「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
に
お

け
る
退
屈
論
を
再
構
成
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
も
っ
て
祝
祭
と
は
、
既
在
し
た
も
の
と
し
て
の
原
初
と
立
ち
会
う
場
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
原
初
は
ま
た
、
こ
れ
か
ら
先
も
息
づ
い
て
い
く
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
な
ら
ば
祝
祭
と
は
、「
既
在
し
た
祝
祭
か
ら
将
来
の
祝
祭
へ
の
橋
渡
し
」

（G
A

52, 98

）
の
機
会
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
祝
祭
に
あ
っ

て
は
「
向
か
っ
て
来
る
も
の
の
一
切
が
、
既
在
し
た
も
の
の
唯
一
性
の
間
に
お

い
て
こ
そ
、
そ
の
到
着
を
待
っ
て
い
る
」（G

A
52, 104

）。
祝
祭
と
は
要
す
る
に
、

既
在
し
た
も
の
と
将
来
の
も
の
が
交
わ
り
合
う
場
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
の
文
脈
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
そ
も
そ

も
こ
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
メ
ス
キ
ル
ヒ
の
記
念
祭
と
い
う
祝
祭
の
場
で
読
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
「
私
た
ち
に
向
か
っ
て

来
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
将
来
の
故
郷
の
姿
、
及
び
当
の
故
郷
が
危
ぶ
ま
れ
つ
つ

あ
る
と
い
う
現
状
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
メ
ス
キ
ル
ヒ
と
い
う
こ
の
原
初
か

ら
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
故
郷
と
は
「
既
在
し
た
も
の
の
思
い

出
が
絶
え
ず
新
た
に
蒔
か
れ
て
い
く
」（G

A
16, 580–581

）
場
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
既
在
し
た
も
の
が
な
お
も
生
き
続
け
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
メ
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ス
キ
ル
ヒ
の
記
念
祭
に
お
い
て
は
、
既
在
し
た
故
郷
と
そ
の
故
郷
の
将
来
と
が
交

わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
技
術
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た

故
郷
の
存
在
は
非
故
郷
的
な
も
の
の
猛
威
に
よ
っ
て
危
ぶ
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
さ

ま
は
退
屈
と
い
う
姿
を
伴
っ
て
現
わ
れ
る
。
一
方
で
は
、
非
故
郷
的
な
も
の
に
よ

る
気
晴
ら
し
で
も
っ
て
追
い
払
わ
れ
る
べ
き
退
屈
が
あ
り
、
三
・
一
を
踏
ま
え
れ

ば
、
こ
の
気
晴
ら
し
と
は
結
局
、
労
働
の
た
め
の
回
復
時
間
で
あ
る
（
括
弧
つ
き

の
）「
祝
い
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し

た
非
故
郷
的
な
も
の
の
た
だ
中
で
こ
そ
、
郷
愁
と
し
て
の
深
い
退
屈
が
立
ち
現
わ

れ
る
。
こ
の
退
屈
は
祝
祭
を
「
き
っ
か
け
」
と
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
私
た
ち
を

故
郷
へ
と
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。

他
方
で
、
祝
祭
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
祭
り
の
日
々
が
あ
る
。「
祭
り
の
日
と
し

て
そ
れ
自
体
な
お
も
祝
祭
の
前
日
で
あ
り
続
け
る
」（G

A
52, 179

）
こ
の
日
々
は
、

と
は
い
え
、
い
ま
だ
祝
祭
な
き
0

0

日
々
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
祝
祭
な
き
こ
の

日
々
が
独
特
の
長
さ
の
経
験
に
、
要
す
る
に
退
屈
の
経
験

0

0

0

0

0

に
な
り
得
る
の
だ
と
、

そ
う
解
釈
し
て
い
る
。「
時
は
長
い
、
だ
が
真
な
る
も
の
は
性
起
す
る
」
と
い
う
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
「
ム
ネ
ー
モ
シ
ュ
ネ
ー
」
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

こ
の
「
長
い
時
」
に
お
い
て
、
ず
っ
と
先
ま
で
、
そ
れ
も
幾
度
と
な
く
新
た

に
「
ま
だ
そ
の
時
で
は
な
い
0

0

」
が
続
く
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
長
い
時
を
、

〔
故
郷
へ
帰
り
行
く
〕
船
乗
り
は
待
望
し
切
る
と
と
も
に
、
長
さ
へ
の
寛
容

さ
〔Langm

ut

〕
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
長
さ
へ
の
寛
容

さ
と
は
、
空
虚
で
味
気
な
い
待
ち
望
み
で
は
な
く
、
向
か
っ
て
来
て
い
る
祝
祭
の

方
へ
と
手
を
伸
ば
す
と
い
う
意
味
で
の
、手
を
伸
ば
す
こ
と
に
対
す
る
気
分
〔M

ut 

zum
 Langen

〕
な
の
で
あ
る
。）（G

A
52, 181

）

こ
こ
か
ら
私
は
、
思
い
切
っ
て
、
深
い
退
屈
の
経
験
は
祭
り
の
日
々
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
じ
る

0

0

0

の
だ
と
解
釈
し
て
み
た
い
。
祭
り
の
日
々
は
、
賑
わ
い
の
場
と
い
う
日
常

的
な
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
て
、
絶
え
ず
「
い
ま
だ
祝
祭
が
訪
れ
な
い
0

0

」
が
繰
り
返

す
、
長
く
辛
い
、
退
屈
な
日
々
で
あ
る
。
ゆ
え
に
私
た
ち
は
、
例
え
ば
こ
の
日
々

を
気
晴
ら
し
や
「
祝
い
」
の
場
と
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
生
じ
た
退
屈
の
経
験
を

追
い
払
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
私
た
ち
が
こ
の
退
屈
に
留
ま
り
、
そ
れ
を
耐
え
る

術
を
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
「
向
か
っ
て
来
て
い
る
」
も
の
と
し
て
の
祝

祭
が
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
そ
の
祝
祭
の
内
で
保
持
さ
れ
て
い
る
故
郷
的
な

も
の
が
指
し
示
さ
れ
る
。「
祭
り
の
日
々
の
形
態
に
お
い
て
、
故
郷
的
な
も
の
が

咲
き
誇
る
」（G

A
52, 188

）
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
故
郷
的
な
も
の
の
存
在
は
、

祭
り
の
日
々
で
の
あ
り
方
に
掛
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
き
、「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
で
言
わ
れ
て
い
た
よ

う
に
、
祝
祭
と
は
郷
愁
と
し
て
の
深
い
退
屈
の
「
き
っ
か
け
」
で
あ
る
と
い
う
だ

け
で
は
も
は
や
な
い
。
深
い
退
屈
は
む
し
ろ
、
根
本
か
ら
し
て
当
の
祝
祭
へ
と
向

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
深
い
退
屈
の
辛
さ
を
前
に
し
て
、
気

晴
ら
し
や
「
祝
い
」
に
よ
っ
て
こ
の
退
屈
を
追
い
払
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方

で
そ
れ
は
、
辛
く
忍
耐
の
伴
う
経
験
で
は
あ
る
。
だ
が
逆
を
言
え
ば
、
私
た
ち
が

そ
う
し
た
深
い
退
屈
に
留
ま
る
限
り
、
現
代
技
術
の
猛
威
に
あ
っ
て
も
な
お
、
故

郷
的
な
も
の
は
確
か
に
生
き
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
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お 

わ 

り 

に

本
論
稿
で
私
は
、
技
術
時
代
に
お
け
る
深
い
退
屈
の
経
験
は
祭
り
の
日
々
に
お

い
て
生
じ
る
、
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
突
飛
な
結
論
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
三
・
一
で
示
し
た
よ
う
な
、
現
代
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
祭
り
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
、
私
た
ち
は
労
働
の
合
間
を
縫
っ
て
、
い
や
む
し
ろ
、
こ

の
合
間
の
時
間
を
埋
め
る
気
晴
ら
し
と
し
て
、
祭
り
に
赴
く
か
も
し
れ
な
い
。
屋

台
を
巡
り
、
花
火
に
興
じ
る
。
そ
れ
自
体
は
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
あ
り
ふ
れ

た
風
景
で
あ
る
。

だ
が
、
人
込
み
を
掻
き
分
け
て
歩
く
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
ふ
と
、
曰
く
言
い

難
い
思
い
に
襲
わ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
屋
台
が
、
人
々
が
、
ど
こ
か
懐
か
し

い
も
の
に
見
え
て
来
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
経
験
は
、
先
ほ
ど
ま
で
見
て
い

た
屋
台
や
人
々
と
い
う
、
通
常
の
も
の
に
お
い
て
こ
そ
生
じ
る
。
こ
こ
で
は
す
な

わ
ち
、
通
常
の
も
の
か
ら
通
常
な
ら
ざ
る
も
の
へ
の
移
行
が
、
つ
ま
り
は
本
来
の

祝
い
の
経
験
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
感
じ
ら
れ
た
懐
か
し
さ
こ
そ
が

郷
愁
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
娯
楽
と
し
て
の
祭
り
を

前
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
抱
か
れ
る
の
で
あ
る
。

故
郷
や
祝
祭
の
存
在
は
、
今
日
に
あ
っ
て
そ
の
存
在
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
だ

が
右
の
よ
う
な
経
験
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
「
探
し
求
め
ら

0

0

0

0

0

れ
た
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

」（G
A

16, 579

）、
な
お
も
郷
愁
と
し
て
の
深
い
退
屈
の
内
に
、

本
来
の
祭
り
の
日
々
の
内
に
、
生
き
続
け
て
い
る
。
一
方
で
そ
れ
は
、
技
術
の
脅

威
が
ま
す
ま
す
進
行
す
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
ご
く
ご
く
小
さ
な
可
能
性
で
し
か

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ど
れ
ほ
ど
長
く
、
こ
の
灯
さ
れ
た
小

さ
な
光
が
照
ら
さ
れ
続
け
る
の
か
」（G

A
16, 582

）

―
そ
れ
は
、「
メ
ス
キ
ル

ヒ
七
〇
〇
年
」
と
い
う
「
省
察
」
を
受
け
取
っ
た
、
現
代
の
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

に
掛
か
っ
て
い
る
。

謝　

辞

　

審
査
の
過
程
で
、
三
名
の
匿
名
査
読
者
か
ら
非
常
に
丁
寧
か
つ
建
設
的
な
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
い
た
。
本
当
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
本
論
稿
は

草
稿
段
階
か
ら
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
に
お
礼
を
申

し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
髙
橋
駿
さ
ん
に
心
か
ら
の
感
謝
を

伝
え
た
い
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
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第
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巻
、
晃
洋
書
房
、
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〇
〇
二
年
、
二
四
四
―

二
六
二
頁

川
原
栄
峰
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
退
屈
」
説
」『
実
存
思
想
論
集
Ⅳ

―
実
存
と
時
間
』

以
文
社
、
一
九
八
九
年
、
五
―

二
三
頁

國
分
功
一
郎
『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
』
新
潮
文
庫
、
二
〇
二
二
年

陶
久
明
日
香
「
困
窮
の
是
認
と
同
等
化
の
行
方

―
存
在
の
歴
史
に
お
け
る
根
本
気
分

に
つ
い
て
の
一
考
察
」『H

eidegger -Forum

』
第
八
号
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
フ
ォ
ー

ラ
ム
、
二
〇
一
四
年
、
一
―

一
四
頁

―
「
祝
い
と
い
う
「
現
象
」
を
め
ぐ
る
考
察
」『
モ
ナ
ド
か
ら
現
存
在
へ

―
酒
井
潔

教
授
退
職
記
念
献
呈
論
集
』
工
作
舎
、
二
〇
二
二
年
、
三
七
〇
―

三
八
七
頁

注（
1
）
本
論
稿
に
お
け
る
訳
文
は
原
則
と
し
て
筆
者
に
よ
る
も
の
だ
が
、
既
訳
が
あ
る
も
の

は
最
大
限
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
訳
文
に
つ
い
て
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
は
傍
点
を

付
し
、
原
語
表
記
も
含
め
た
筆
者
に
よ
る
補
足
は
〔 

〕
で
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し

て
略
号
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。
略
号
に
つ
い
て
は
文
献
表
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
2
）
例
え
ば
一
九
五
三
年
の
講
演
「
技
術
へ
の
問
い
」
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
現
代
技
術
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
せ
よ
と
い
う
不
当
な

要
求
」（G

A
7, 15

）
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
、
人
間
を
含
む
一
切
が
そ
の
要
求
を
満
た
す

だ
け
の
「
徴
用
物
資
」
に
成
り
下
が
る
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
を
そ
う
し
た
要
求
の
も
と

に
晒
す
働
き
が
、「
総
駆
り
立
て
体
制

0

0

0

0

0

0

0

〔das G
e-stell

〕」（G
A

7, 20

）
と
名
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
で
は
、「
数
学
的
な
も
の
の
内
に
知
識
と
し
て
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基
づ
い
て
い
る
、
技
術
の
工
作
機
構
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
算
定

0

0

」（G
A

65, 120

）

が
語
ら
れ
る
。
技
術
は
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
計
算
可
能
な
も
の
と
し
て
生
み
出

す
の
で
あ
る
。

（
3
）
パ
ル
ヴ
ィ
ス
・
エ
マ
ッ
ド
は
自
身
の
論
文
の
冒
頭
で
、「
常
に
還
元
的
で
計
算
的
な

技
術
的
合
理
性
に
備
わ
る
真
の
本
性
を
認
識
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
退
屈
に
つ
い
て
の
熟

慮
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
」（Em

ad, ‘B
oredom

 as Lim
it and D

isposition’, 64

）

と
述
べ
る
も
の
の
、
結
局
、
本
論
で
退
屈
と
技
術
の
連
関
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
た
エ
ス
ペ
ン
・
ハ
マ
ー
は
、
退
屈
と
「
日
常
生
活
に
お
け
る
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン

化
し
た
技
術
の
導
入
」（H

am
m

er, ‘H
eidegger’s Theory of B

oredom
’, 207

）
と
の
連
関

を
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
退
屈
は
さ
し
あ
た
り
待
ち
時
間
に
経
験
さ
れ
る
よ
う
な

類
い
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
退
屈
と
技
術
の
連
関
が
十
全
に
明
ら
か
に
な
っ

た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
）
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、「
メ
ス
キ
ル
ヒ
七
〇
〇
年
」
の
議
論
は
、
諸
外
国
の
ハ

イ
デ
ガ
ー
研
究
者
の
な
か
で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
以
下
の
事
典
に
お
け
る
「
退
屈
（ennui

、boredom
）」
の
項
目
は
、『
形
而
上
学
の

根
本
諸
概
念
』
の
退
屈
論
の
説
明
に
終
始
し
て
お
り
、
本
講
演
に
つ
い
て
の
記
述
は
い
っ

さ
い
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。Vaysse, D
ictionnaire-H

eidegger. W
rathall, The 

C
am

bridge H
eidegger Lexicon. 

他
方
国
内
で
は
、
例
え
ば
次
の
箇
所
で
本
講
演
の
内
容

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
秋
富
「
技
術
社
会
に
お
け
る
宗
教
」
二
五
二
―

二
五
五
頁
、
及

び
陶
久
「
困
窮
の
是
認
と
同
等
化
の
行
方
」
一
―

二
頁
。

（
5
）K

aw
ahara, „H

eideggers A
uslegung der Langew

eile“, 102. 

強
調
は
引
用
者
に
よ

る
。
ま
た
、
川
原
は
別
の
箇
所
で
も
同
様
の
見
立
て
を
示
し
て
い
る
。「
こ
の
こ
と
、
つ

ま
り
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
人
間
を
暇
に
し
、
退
屈
さ
せ
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
大
衆
が
娯

楽
へ
と
逃
避
す
る
と
い
う
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
既
に
一
九
二
九
年
に
、
遅
く
と
も

一
九
六
一
年
に
、
予
感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
の
で
す
」（
川
原
「
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
「
退
屈
」
説
」
八
頁
）。

（
6
）
英
語
版
原
著
に
は
「
余
暇
〔leisure

〕
と
い
う
付
随
す
る
深
刻
な
社
会
問
題
」

（A
rendt, The H

um
an C

ondition, 131

）
と
あ
る
。

（
7
）
國
分
功
一
郎
は
『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
』
に
て
、
ア
レ
ン
ト
の
マ
ル
ク
ス
解
釈
を
批

判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、「
消
費
は
退
屈
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
行
わ
れ
る
が
、
同
時
に
退

屈
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
」（
國
分
『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
』227

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

ア
レ
ン
ト
に
対
す
る
私
と
國
分
の
見
解
は
異
な
る
が
、
國
分
の
こ
の
考
え
に
は
私
も
同
意

し
た
い
。

（
8
）
で
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
長
い
時
間
を
持
つ
こ
と
が
郷
愁
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
に
着
目
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
郷
愁

を
意
味
す
る
「H

eim
w

eh

」
は
「
故
郷
」
を
意
味
す
る
「H

eim

」
と
、「
痛
み
」
や
「
苦

し
み
」
を
意
味
す
る
「W

eh

」
か
ら
成
る
複
合
語
で
あ
る
。
痛
み
や
苦
し
み
と
い
う
表
現

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「H

eim
w

eh

」
は
元
々
、「〔
と
り
わ
け
ス
イ
ス
な
ど
の
〕
限
ら
れ

た
地
域
で
現
わ
れ
る
、
特
殊
な
病
気
」（K

luge, 406

）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
通
常

病
気
と
い
う
事
態
が
一
時
的
で
は
な
く
長
期
に
わ
た
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
故
郷

を
偲
ぶ
こ
と
は
時
間
を
か
け
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
日
常
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
お
そ
ら

く
は
、
長
い
時
間
と
し
て
の
退
屈
と
郷
愁
が
結
び
つ
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
ト

リ
ュ
ー
プ
ナ
ー
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
の
「H

eim
w

eh

」
の
項
目
に
は
、「
ケ
ル
ン
テ
ン
や
チ
ロ

ル
で
は
、w

eillang

と
い
う
語
が
、
つ
ま
り
文
字
通
り
に
は
「
退
屈
」
が
、「
郷
愁
」
の
意

味
を
引
き
受
け
て
い
た
」（Trübners deutsches W

örterbuch, 390

）
と
い
う
興
味
深
い

記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
9
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
祝
祭
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
記
述
が
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
。
記

し
て
感
謝
す
る
。
陶
久
「
祝
い
と
い
う
「
現
象
」
を
め
ぐ
る
考
察
」
三
七
四
―

三
七
八
頁
。

（
10
）Pieper, M

uße und K
ult, 81. 

ま
た
、
ギ
ー
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
も
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の

社
会
』
に
て
、
現
代
を
「
祝
祭
〔fête

〕
な
き
時
代
」
と
診
断
し
、「
対
話
と
贈
与
の
パ
ロ

デ
ィ
で
あ
る
現
代
の
通
俗
化
さ
れ
た
擬
似
的
な
祝
祭
が
、
余
分
な
経
済
的
出
費
を
促
す
と

き
、
そ
う
し
た
祝
祭
は
、
新
た
な
失
望
の
約
束
に
よ
っ
て
絶
え
ず
埋
め
合
わ
さ
れ
る
失
望

を
帰
着
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
」（D

ebord, « La société du spectacle », 833

）
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
現
代
に
お
い
て
蔓
延
っ
て
い
る
の
は
（
経
済
的
な
）
消
費
を
目
的
と
し

た
、
擬
似
的
で
、
本
来
的
で
は
な
い
祝
祭
な
の
で
あ
る
。

（
11
）
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
も
は
や
存
在
し
な
い
も
の
を
言
い
表
す

「
過
去
」
は
、「
通
俗
的
な
時
間
概
念
」（SZ, 326

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
対
し
て
、
私
た

ち
を
特
徴
づ
け
る
本
来
の
時
間
性
と
し
て
、「
既
在
」
概
念
が
導
入
さ
れ
る
。「
既
在
」
と
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は
、
私
た
ち
自
身
が
「
そ
の
つ
ど
す
で
に
そ
う
在
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
事
態
へ
「
立
ち
返
る

0

0

」

（SZ, 325–326

）
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
既
在
と
は
そ
の
意
味
で
、
絶
え
ざ
る
「
取
り
戻

0

0

0

し0

」（SZ, 339

）
な
の
で
あ
る
。
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Die Langeweile im Zeitalter der Technik
Über das Phänomen des Heimwehs und des Festes

Kyoichiro WATANABE

Der Philosoph Martin Heidegger entwickelte in seiner Vorlesung „Die Grundbegriffe der 
Metaphysik“ im Wintersemester 1929/30 eine einzigartige Theorie der Langeweile. Zwar deutete er dort 
einen Zusammenhang zwischen Technik und Langeweile an, jedoch wurde dieser nie weiter erläutert. In 
seinem Vortrag „700 Jahre Meßkirch“ aus dem Jahre 1961 hingegen wird die Langeweile als „Heimweh“ 
thematisiert, das das technische Zeitalter charakterisiert. Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, durch die 
Interpretation dieses kleinen, bisher wenig beachteten Vortrags ein neues Bild von Heideggers Theorie 
der Langeweile zu zeichnen und das Wesen der Langeweile im Zeitalter der Technik zu klären.

Im ersten Abschnitt wird die Frage behandelt, wie überhaupt im Zeitalter der Technik ein Raum zur 
Entstehung der Langeweile aufkommen konnte, wobei insbesondere Hannah Arendts Vita activa (1958) 
zum Vergleich herangezogen wird. Arendt zufolge hat sich mit der Entwicklung der Technik die Zeit, die 
wir früher mit Arbeit verbracht haben, verkürzt. Die daraus entstandene Freizeit habe einen Raum für 
die Langeweile geschaffen. Die Befreiung von der Arbeit durch die Technik ist die Voraussetzung für die 
Entstehung der Langeweile.

Im zweiten Abschnitt wird die Theorie der Langeweile aus „700 Jahre Meßkirch“ aufgegriffen. Dort 
überdenkt Heidegger die Langeweile in Bezug auf Technik und Heimweh noch einmal. Ihm zufolge 
bringt die Technik ständig „das Unheimische“ hervor, durch das wir die Langeweile vertreiben. Wenn 
wir aber die Langeweile nicht vertreiben und dort verweilen, kommt sie in der Gestalt von Heimweh 
zum Vorschein. Mit anderen Worten: Die Langeweile im Zeitalter der Technik ist eine Stimmung, die uns 
inmitten des Unheimischen fortwährend die Heimat zeigt. 

Nun wird in „700 Jahre Meßkirch“ angedeutet, dass diese Langeweile mit dem „Fest“ als „Anlaß“ 
auftritt. Die darin entwickelte Theorie des Festes ist jedoch beschränkt. Um was für ein Phänomen 
handelt es sich bei diesem Fest? Im dritten Abschnitt wird schließlich das Wesen dieses Festes durch 
die Interpretation Heideggers Vorlesung „Hölderlins Hymne »Andenken«“ aus dem Wintersemester 
1941/42 analysiert. Gleichzeitig wird gezeigt, dass die tiefe Langeweile im Zeitalter der Technik an dem 
„Feiertag“ aufkommt, der dem Fest vorausgeht.


