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本
書
は
挑
発
的
な
書
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
「
身
体
忘
却
」

と
い
う
言
葉
を
標
題
に
掲
げ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
長
ら
く
寄
せ

ら
れ
て
き
た
「
身
体
論
の
不
在
」
と
い
う
問
題
に
正
面
切
っ
て
答
え

よ
う
と
す
る
姿
勢
に
窺
え
よ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
他
者
と

の
対
話
の
不
在
」
や
「
倫
理
の
不
在
」
と
い
っ
た
批
判
に
も
応
答
し

よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
者
な
ら
ず
と
も
そ
の
大

胆
さ
に
は
目
を
瞠
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
本
書
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
存

在
論
の
い
わ
ば
「
裏
面
」
に
光
を
あ
て
、
そ
の
実
相
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
見
極
め
よ
う
と
す
る
果
敢
な
企
て
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
従
来
の
通
説
に
真
っ
向
か
ら
抗
う
だ
け
に
、
本
書
の

立
場
に
疑
念
を
抱
く
向
き
も
あ
ろ
う
。
わ
け
て
も
本
書
の
中
心
概
念

を
な
す
「
身
体
」
は
問
題
含
み
で
あ
る
。
身
体
に
ほ
ぼ
言
及
も
考
察

も
行
わ
ず
「
沈
黙
」
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
身
体
」

を
「
忘
却
」
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、ハ
イ
デ
ガ
ー

は
「
存
在
忘
却
」
と
と
も
に
「「
身
体
」
が
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
と

も
戦
っ
て
い
た
」
と
い
う
の
は
（
五
頁
）、
レ
ト
リ
カ
ル
な
主
張
に

過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
、
そ
う
し
た
非
難
は
ま
っ
た
く
の
的
外
れ
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
基
礎
存
在
論
を
身
体
性

の
「
前
提
」
と
し
て
も
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』

か
ら
約
十
年
後
に
執
筆
さ
れ
た
「『
存
在
と
時
間
』
へ
の
継
続
的
注

記
」
で
は
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
人
間
学
の
う
ち
で
人
間
は

何
よ
り
ま
ず
常
に
動
物

4

4

で
あ
る
―
生
物
学
。
基
礎
存
在
論
で
は
こ

う
し
た
人
間
の
性
格
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
―
反
対
に
―
人
間

の
身
体
性

4

4

4

（Leiblichkeit

）
へ
の
問
い
を
立
て
る
た
め
4

4

に
、
よ
う

や
く
前
提
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（GA

82, 9

）。
こ
の
文
言
だ
け

【
書
評
】

高
屋
敷
直
広
『
身
体
忘
却
の
ゆ
く
え
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
〈
対
話
的
な
場
〉』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
一
年
）

沈
黙
す
る
身
体
に
抗
う
語
り

齋　
　

藤　
　

元　
　

紀
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も
、
本
書
の
狙
い
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
の
核
心
を
突
い
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
そ
の
言
及
の
少
な
さ
ゆ
え
に
、
こ
の
「
前
提
」
を
展
開

す
る
に
は
や
は
り
そ
れ
な
り
の
手
立
て
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
本

書
は
「
対
話
的
な
場
」
と
い
う
独
自
の
概
念
を
設
定
す
る
。
そ
れ
は

「
自
己
と
他
者
に
と
っ
て
、「
身
体
」・「
語
り
」・「
倫
理
」
の
連
関
を

通
じ
て
成
り
立
つ
」「
存
在
論
的
に
」「
根
源
的
な
場
」
で
あ
り
、「
個

別
の
倫
理
学
」
の
基
礎
を
な
す
（
十
頁
）。
中
後
期
の
展
開
を
射
程

に
収
め
た
こ
の
魅
力
的
な
概
念
の
も
と
、
第
一
章
で
は
『
存
在
と
時

間
』
の
時
間
論
の
限
界
が
「
自
然
」
の
概
念
に
即
し
て
再
検
討
さ
れ
、

「
自
然
」
か
ら
「
身
体
」
へ
の
経
路
が
見
い
だ
さ
れ
る
（
四
八-

四
九

頁
）。
次
い
で
第
二
章
で
は
、
身
体
は
「
肉
体
」
や
「
物
体
」
の
み

な
ら
ず
、「
時
間
」
に
も
還
元
さ
れ
ず
に
、「
実
存
論
的
な
空
間
性
を

可
能
に
す
る
〈
場
〉」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る

（
八
一-

八
二
、八
四
頁
）。
さ
ら
に
第
三
章
で
は
、「
語
り
」
と
連
関

し
て
現
存
在
の
開
示
態
を
形
作
る
「
身
体
」
が
、「
身
振
り
と
し
て

の
場
」
と
し
て
『
存
在
と
時
間
』
の
実
存
論
的
空
間
性
の
う
ち
に
読

み
込
ま
れ
る
（
一
一
三
頁
）。

　

続
く
第
四
章
で
は
、
身
体
が
共
存
在
の
次
元
へ
と
拡
張
さ
れ
る
。

た
だ
し
そ
こ
で
の
共
存
在
は
、
世
人
間
な
い
し
決
意
し
た
実
存
間
の

共
存
在
で
は
な
く
、「
現
事
実
的
で
異
質
な
他
者
と
出
会
う
た
め
の

〈
場
〉」
と
し
て
の
「
身
体
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
と
さ
れ
る
（
一
四
九

頁
）。
第
五
章
は
、「
言
う
こ
と
」
と
「
名
付
け
る
こ
と
」
を
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
独
自
の
ギ
リ
シ
ア
語
源
学
の
う
ち
で
跡
付
け
、
そ
れ
ら
に
先

立
つ
「
聞
く
こ
と
」
が
「
存
在
」
と
の
「
対
話
」
の
構
成
契
機
と
し

て
提
示
さ
れ
る
（
一
八
一
頁
）。
そ
し
て
第
六
章
で
は
、
三
層
の
対

話
の
場
が
『
存
在
と
時
間
』
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
第
一
層
は
「
お

し
ゃ
べ
り
」、第
二
層
は
実
存
間
の
相
互
の
身
体
に
基
づ
く
「
対
話
」、

そ
し
て
第
三
層
は
存
在
と
の
「
対
話
」
の
「
場
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら

が 

「
根
源
的
倫
理
」 

の
実
相
を
構
成
し
て
い
る
と
さ
れ
る 

（
二
一
一-

二
一
三
頁
）。

　

本
書
は
結
論
と
し
て
、自
己
と
他
者
が
語
り
合
う「
対
話
」の「
場
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
「
身
体
」
に
基
づ
い
て
開
か
れ
る
と
主
張

す
る
。現
存
在
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
身
体
性
を
有
し
て
い
る
う
え
、

自
己
と
他
者
の
関
係
も
そ
の
つ
ど
異
な
る
た
め
、
対
話
的
な
場
は
相

互
理
解
に
応
じ
て
現
出
し
、
ま
た
隠
蔽
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
対
話
的

な
場
は
、
自
己
と
他
者
を
媒
介
す
る
共
通
項
で
あ
る
と
同
時
に
、
差

異
を
絶
え
ず
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
可
変
項
で
も
あ
る
。「〈
対

話
的
な
場
〉
と
は
、
常
に
三
つ
の
場
の
層
か
ら
な
る
多
義
的
な
意
味

を
有
し
て
い
る
」（
二
二
四
頁
）。
身
体
性
と
差
異
へ
の
着
目
の
も
と
、

身
体
性
の
意
義
を
「
根
源
的
倫
理
」
と
し
て
析
出
す
る
こ
の
結
論
は
、

本
書
の
白
眉
と
言
え
よ
う
。

　

テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
正
確
な
読
解
を
と
お
し
て
身
体
・
語
り
・
倫

理
を
一
つ
に
縒
り
合
わ
せ
る
行
論
は
、
と
き
に
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
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が
見
え
に
く
く
な
る
憾
み
も
残
る
も
の
の
、
や
は
り
き
わ
め
て
精
緻

に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
新
の
先
行
研
究
に
も
丹
念
に

目
配
り
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
積
み
重
ね
る
立

論
も
、
じ
つ
に
説
得
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
考
察
を
と
お
し

て
、「
暴
力
」
と
そ
れ
に
抗
す
る
た
め
の
「
複
数
的
相
互
関
係
」
を

打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
切
実
な
問
題
意
識
も
大
い
に
啓
発
的
で
あ

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
現
代
に
お
け
る
身
体
・
語
り
・
倫
理
と
い
っ

た
諸
問
題
に
対
し
て
も
、
本
書
は
幾
多
の
刺
激
的
な
手
が
か
り
を
提

供
し
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　

し
か
し
他
方
、
の
ち
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
的
展
開
を
考
慮
す
る

な
ら
、
さ
ら
に
究
明
す
べ
き
重
要
な
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
第
一
は
動
物
の
問
題
で
あ
る
。
一
九
二
九
・
三
十
年
講

義
に
お
け
る
動
物
と
人
間
の
比
較
考
察
に
は
、
動
物
に
対
す
る
〈
迂

回
〉
の
姿
勢
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
は
身
体
や
自
然
に
対
す
る
姿
勢
と

類
比
的
で
あ
る
。
第
二
章
の
セ
ル
ボ
ー
ン
説
の
検
討
で
は
若
干
触
れ

ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
言
葉
を
も
た
な
い
（
ア
ロ
ゴ
ン
）」
者

と
の
関
係
は
、
対
話
や
倫
理
の
観
点
か
ら
も
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考

察
す
べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
は
民
族
の
問
題
で
あ
る
。
三
十
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

共
同
性
を
め
ぐ
る
思
考
は
、
民
族
の
概
念
へ
と
集
中
す
る
。
自
民
族

中
心
主
義
と
し
て
し
ば
し
ば
批
判
の
的
と
な
る
悪
評
高
い
概
念
だ

が
、
し
か
し
そ
れ
が
現
存
在
の
被
投
性
を
土
着
的
に
構
成
す
る
存
在

論
的
身
体
性
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
点
も
否
め
な
い
。
第
四
章
に

登
場
す
る
「
現
事
実
的
な
共
存
在
」
の
概
念
は
些
か
〈
中
立
的
〉
に

見
え
る
が
、
そ
れ
と
こ
の
民
族
概
念
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
。『
存

在
と
時
間
』
の
被
投
性
の
理
解
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
関
係
は
看
過

し
え
な
い
論
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
第
三
は
歴
史
性
の
問
題
で
あ
る
。
本
書
は
身
体
の
空
間
性

に
重
心
を
置
い
て
い
る
た
め
、
身
体
の
現
事
実
性
や
、
対
話
や
倫
理

と
い
っ
た
共
存
在
を
め
ぐ
る
考
察
も
概
ね〈
共
時
的
〉水
準
に
留
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
西
洋
哲
学
史
批
判
は
、
時
間
性
ひ

い
て
は
歴
史
性
と
い
っ
た
〈
通
時
的
〉
水
準
と
も
切
り
離
せ
な
い
。

こ
の
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
ギ
リ
シ
ア
語
源
学
へ
の
参
照
を
め

ぐ
る
第
五
章
の
考
察
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
〈
過
去
〉

の
思
想
と
の
「
対
話
」
を
目
論
む
本
書
全
体
が
す
で
に
前
提
と
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
身
体
や
対
話
や
倫
理
に
通
底
す
る
そ
う
し
た
独

自
な
「
歴
史
」
的
性
格
の
究
明
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
本
来
の

狙
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
身
体
を
め
ぐ
る
語
り
と
倫
理
は
な
お
多
く
の
問
題
を

孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
著
者
も
十
分

自
覚
し
て
い
た
点
で
あ
ろ
う
。
著
者
自
身
が
指
摘
す
る
残
さ
れ
た
課

題
（
二
二
五-

二
二
六
頁
）
に
は
、
す
で
に
上
記
の
三
つ
の
問
題
に

対
す
る
目
配
り
も
十
分
に
感
じ
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
沈
黙
す
る
身

体
に
抗
う
べ
く
試
み
ら
れ
た
著
者
の
語
り
は
、
新
た
な
語
り
の
可
能
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性
へ
と
耳
を
傾
け
て
い
る
。
本
書
の
挑
発
的
な
企
て
の
射
程
は
、
倫

理
的
対
話
の
そ
う
し
た
豊
か
な
可
能
性
に
ま
で
、
す
で
に
及
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。


