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第
一
部
歴
史
の
意
味

閏

　
　
　
歴
史
の
意
味
へ
の
閥
ひ
は
古
く
か
ら
あ
る
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
實
は
そ
れ
程
古
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
閥
ひ
は
、
人
聞
が

　
　
歴
史
の
中
に
生
き
て
み
る
と
い
ふ
た
ゴ
そ
れ
だ
け
の
事
賢
か
ら
す
ぐ
に
生
れ
て
謝
る
も
の
で
は
な
い
。
印
ち
此
の
問
ひ
の
嚢
生
は
、
人
類

　
　
の
意
識
せ
ら
れ
る
歴
史
の
は
じ
め
程
遠
く
に
ま
で
誤
る
も
の
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
あ
っ
て
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
哲
學
上
の
離
婁
が
簡

　
　
潔
な
形
で
（
一
跡
昌
賃
O
Φ
）
提
出
さ
れ
て
み
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
然
し
彼
ら
は
こ
の
歴
史
の
意
昧
へ
の
闇
ひ
を
ば
知
ら
な
か
っ
た
。
「
ギ
リ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

　
　
ヤ
人
の
世
界
観
に
從
ふ
と
、
あ
り
と
あ
る
す
べ
て
の
有
は
岡
一
存
在
者
の
永
遠
な
る
繰
返
し
の
中
で
運
動
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

　
　
運
動
に
重
て
は
立
ち
現
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
始
ま
り
へ
購
り
ゆ
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
移
ろ
ひ
ゆ
か
ぬ

　
　
も
の
こ
そ
湘
就
中
天
艘
の
整
然
た
る
趣
動
の
中
に
あ
ら
は
れ
て
み
る
や
う
な
不
良
な
る
存
在
こ
そ
、
い
か
な
る
段
階
的
墾
二
又
は
急
激
な

鋤　
　
　
　
　
　
歴
更
と
一
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
．
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（
王
）

3
　
攣
化
に
も
勝
っ
て
、
遙
か
に
關
心
を
惹
く
事
柄
で
あ
り
又
深
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
」

　
　
　
自
然
界
へ
の
観
照
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
み
る
ギ
リ
シ
ャ
の
や
う
な
精
棘
的
風
土
に
於
て
は
、
観
る
歴
史
上
の
事
件
が
持
つ
歴
史
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
モ
ス

　
　
意
味
へ
の
思
索
は
抑
，
現
は
れ
や
う
が
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
先
づ
何
よ
り
も
宇
宙
の
ロ
ゴ
ス
を
、
宇
奮
に
つ
い
て
普
遜
的
に
述
べ

　
　
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
問
う
た
。
然
し
、
歴
史
と
は
一
度
限
り
の
も
の
（
畠
の
濤
昌
分
留
σ
q
。
）
、
個
膿
的
な
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

　
　
で
さ
へ
も
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
有
に
反
省
を
加
へ
て
之
を
記
述
し
、
か
つ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
師
傅
と
し
て
そ
の
存
命
中
に
歴
史
が

　
　
雄
大
な
規
模
に
於
て
攣
醒
し
て
ゆ
く
の
を
ま
ざ
ま
ざ
と
身
を
以
て
膿
験
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
へ
も
、
歴
史
に
繋
し
て
は
た
ゴ
一
巻

　
　
の
著
作
を
す
ら
塁
示
し
て
み
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
か
却
っ
て
、
熱
演
は
一
度
限
り
の
も
の
。
偶
然
的
な
も
の
。
だ
け
を
取
扱
ふ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ヒ
ト
ウ
ン
ク

　
　
過
ぎ
ぬ
が
、
滋
藤
と
詩
作
と
は
「
常
に
斯
く
あ
る
有
（
山
器
　
一
門
口
留
P
①
婦
．
ω
◎
「
ω
①
一
〇
ゆ
山
㊦
）
」
を
取
扱
ふ
と
い
ふ
理
曲
で
、
彼
は
歴
史
を
詩
作
よ
り
も

　
　
低
く
評
便
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
學
者
に
と
っ
て
は
、
歴
史
哲
學
な
ど
と
書
へ
ば
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
一
つ
の
自
己
撞

　
　
着
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
（
1
）
　
国
．
U
α
鼠
け
互
芝
飢
臓
。
ω
o
ぽ
。
窪
。
煽
ロ
偽
湿
巴
薦
。
ω
昏
①
ず
⑦
鐸

　
　
　
歴
史
哲
學
と
い
ふ
概
念
が
存
在
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
漸
く
こ
こ
二
百
年
夏
の
事
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
そ
の
著
「
諸
國
民
の

　
　
習
俗
と
精
紳
と
に
關
す
る
小
論
（
国
。
。
ω
臥
呂
＝
①
の
ヨ
。
窪
窃
Φ
二
．
①
ω
買
騨
匹
霧
⇒
蝕
。
話
）
」
に
お
い
で
は
じ
め
て
「
歴
史
家
と
し
て
且
つ
暫
覚
者

　
　
と
し
て
」
歴
史
に
つ
い
て
語
っ
た
が
、
彼
は
か
㌧
る
態
度
に
よ
っ
て
自
己
を
歴
史
聯
學
者
達
か
ら
癌
別
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼

　
　
は
、
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
の
指
導
的
原
理
は
最
早
榊
の
意
志
や
榊
の
癬
理
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
意
志
と
人
間
の
理
性
的

　
　
フ
オ
ル
ゾ
ル
ゲ

　
　
配
慮
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
。
然
し
斯
か
る
概
念
が
一
艘
何
を
示
す
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
、
歴
史
画
學
が
實
は
歴
史
神
學
の

　
　
中
か
ら
嚢
展
し
て
來
た
と
い
ふ
事
柄
を
燃
す
の
で
あ
る
。
歴
史
の
考
察
と
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
！
ル
以
前
で
は
歴
史
の
靴
下
的
解
樺
で
あ
り
、

　
　
こ
の
聯
學
的
思
考
法
を
世
俗
化
（
ω
穿
三
壁
ω
否
§
σ
驚
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
〔
歴
史
の
〕
哲
學
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
的
・
神
學
的
に
歴
史
を
考
察
す
る
と
き
、
歴
史
上
最
も
本
來
的
な
出
來
事
は
救
濟
の
出
來
事
（
訟
①
凶
落
①
ω
。
冨
7
窪
）
で
あ
っ



　
　
で
レ
こ
の
出
事
事
に
比
べ
れ
ば
レ
さ
ま
ぎ
麗
な
政
治
五
の
出
嫁
事
な
ど
は
軍
に
色
湿
せ
た
前
景
に
す
ぎ
な
い
。
一
そ
れ
で
は
一
艦
い
か

　
　
　
な
る
事
柄
が
こ
の
救
濟
の
出
早
事
を
政
治
的
な
歴
愛
か
ら
本
質
的
に
轟
録
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
他
で
も
な
い
、
救
濟
の
出
來
事
に
於
て
、

　
　
そ
の
眼
目
を
な
す
部
分
は
歴
史
そ
の
も
の
の
外
に
、
師
ち
時
聞
の
外
に
在
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
爾
者
の
間
に
匠
別
が
成
立
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
紳
が
世
界
を
剣
造
し
、
そ
し
て
最
後
に
こ
の
世
界
を
審
判
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
本
來
時
聞
の
外
の
事
栖
で
あ
る
し
、
又
救
濟
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ク
チ
ず
ン

　
　
展
開
す
る
た
め
の
重
要
な
糠
黙
は
す
べ
て
、
邸
ち
、
罪
、
信
仰
、
救
濟
等
は
す
べ
て
或
程
度
ま
で
歴
史
の
背
面
で
演
ぜ
ら
れ
て
る
る
。
救

　
　
濟
は
そ
れ
故
に
歴
史
上
の
事
蟹
で
は
な
く
信
仰
の
封
象
な
の
で
あ
る
。
だ
が
さ
う
だ
と
す
れ
ば
救
濟
史
と
い
ふ
意
味
で
の
歴
史
哲
學
は
學

　
　
的
i
學
を
郷
貫
と
い
ふ
幡
の
窺
い
意
味
に
解
し
た
場
合
に
も
や
は
り
i
…
で
は
あ
り
得
な
い
。
い
か
に
し
て
ひ
と
は
通
運
へ
の
僑
仰
を

　
　
學
的
理
性
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
決
し
て
學
的
な
學
を
形
成
し
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
数
は
哲
學
に
非
ず
し

　
　
て
蟹
に
告
知
で
あ
・
9
啓
示
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
で
は
あ
る
が
、
た
と
ヘ
ァ
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ボ
シ
ュ
エ
に
至
る
諸
．
の
歴
史
考
察
が
、
現
蜜
の
歴
史
を
學
的
に
検
詮
す
る
と
い
ふ

　
　
意
味
で
の
歴
史
理
論
を
形
成
し
て
み
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
若
し
近
世
の
歴
史
哲
學
者
た
ち
が
、
彼
等
自
身
の
立
場
に
お
い
て
は
救
濟
史

　
　
の
諸
概
念
に
代
っ
て
學
的
な
概
念
が
定
立
き
れ
て
み
る
の
だ
と
信
じ
て
み
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
も
亦
や
は
り
自
分
自
身
を
誤
解
し
て
み
た

　
　
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
彼
等
は
こ
の
救
城
攻
の
概
念
を
自
ら
の
商
的
言
語
に
翻
課
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
翼
に
新
ら
し
い
歴
史
哲
學
の

　
　
概
念
と
至
宝
へ
た
の
で
は
な
い
。
…
從
っ
て
近
代
の
歴
史
哲
學
は
、
歴
史
が
そ
こ
か
ら
全
縁
的
に
理
解
さ
る
べ
き
指
導
原
理
と
し
て
の
歴
史

　
　
の
意
味
を
探
究
し
た
時
に
も
猫
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
待
望
せ
る
初
期
の
基
督
教
徒
が
持
っ
て
る
た
の
と
同
様
な
、
歴
史
の
中
に
や
が
て

　
　
心
室
つ
べ
き
こ
と
へ
の
信
仰
を
抱
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
儒
仰
は
永
き
間
に
〔
そ
の
原
形
を
離
れ
て
〕
世
俗
化
し
て
し
ま
っ
て

　
　
み
る
と
い
ふ
違
ひ
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
歴
史
に
於
け
る
進
歩
の
僑
念
と
は
、
一
切
を
善
き
絡
末
へ
導
き
行
く
撮
理
へ
の
信
仰
を
魏
謬
し
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
私
達
は
自
分
自
身
の
信
念
を
學
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ま
學
的
に
問
は
れ
て
る
る
こ
の
歴

97
@
　
史
の
意
味
は
、
賢
は
儒
徒
が
熱
望
す
る
救
濟
と
同
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

3
　
　
　
　
　
　
歴
史
と
實
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叢
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糎
壌
研
究
　
蟻
騨
誓
五
＋
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
哲
七
五
（
≦
密
窪
。
・
。
宮
盛
＆
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
正
に
そ
の
故
に
、
彼
等
は
た
し
か
に
す
ぐ
れ
て
（
實
け
震
8
濠
琴
⑦
）

歴
史
的
な
民
族
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
は
み
る
け
れ
ど
も
、
い
か
な
る
歴
史
夏
菊
を
も
嚢
展
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
ギ
リ
シ
ャ

入
は
歴
史
の
中
に
何
等
そ
の
意
味
の
如
き
も
の
を
探
求
し
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
彼
等
は
、
諸
民
族
の
中
細
も
出
合
的
な
民
族
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
同
様
い
か
な
る
歴
轟
轟
學
を
も
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
思
考
は
常
に
創
造

が
ら
世
界
魚
心
に
迄
至
る
途
方
も
な
い
廣
が
り
の
ゆ
で
動
い
て
み
る
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
的
思
考
が
汚
血
者
達
を
、
師
ち
聯
の
意
志
を
告
知

し
、
神
に
と
っ
て
は
既
に
は
つ
き
り
と
見
通
き
れ
て
み
る
將
來
を
警
告
的
に
豫
絶
す
る
長
言
御
達
を
、
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

私
達
が
現
在
歴
史
哲
學
を
持
ち
得
る
の
は
、
私
達
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
へ
の
諸
観
念
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
學
と
を
合
せ
て
縫
節
し
て
み
る
た

め
に
他
な
ら
な
い
。
爾
民
族
の
後
か
ら
來
た
も
の
が
は
じ
め
て
こ
の
亡
者
の
統
一
を
成
し
途
げ
た
。
歴
史
の
経
験
に
於
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
ギ

リ
シ
ャ
人
と
が
い
か
に
異
っ
て
み
た
か
は
、
彼
等
が
世
界
の
中
に
苦
悩
と
渦
ひ
と
を
経
験
し
だ
時
t
か
、
る
苦
悩
と
鵜
ひ
と
の
経
験
は

人
爵
一
般
に
共
通
の
仕
方
で
背
負
は
さ
れ
受
取
ら
れ
る
も
の
と
私
達
は
思
ひ
勝
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
i
一
全
く
違
っ
た
仕
方
で
こ
れ
を
経

験
し
た
と
い
ふ
事
賢
の
う
ち
に
既
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
み
る
。
ギ
リ
シ
ャ
入
に
は
シ
ジ
フ
ス
の
紳
話
が
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
十
字
架

上
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
儒
仰
が
あ
る
。
シ
ジ
フ
ス
は
救
濟
へ
の
希
望
と
い
ふ
観
念
を
些
か
も
抱
か
ず
に
、
永
劫
に
わ
た
っ
て
苦
悩
の
置
岩
を

永
遠
な
る
山
の
頂
き
へ
轄
が
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
他
者
の
た
め
に
受
け
る
自
ら
の
苦
患
の
う
ち
に
人
生
及
び
人
類
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ン
　
　
　
レ
す
ベ
ン

の
意
味
を
成
就
さ
せ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
自
然
的
な
性
向
は
、
生
が
私
達
に
日
々
提
示
す
る
所
の
も
の
以
上
に
出
な
か
っ
た
。
假
に
こ

の
日
常
的
な
も
の
を
幾
分
か
な
り
と
も
超
え
る
に
し
て
も
、
ひ
と
は
そ
こ
か
ら
再
び
古
い
境
位
に
逆
戻
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
輩
純
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ン

又
軍
調
な
翼
理
を
超
え
る
た
め
に
は
超
自
然
的
な
性
向
が
必
要
で
あ
っ
た
。
就
申
、
自
然
的
な
時
間
経
験
を
と
び
こ
え
て
時
鐘
を
そ
の
絡

末
か
ら
既
に
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
先
取
す
る
や
う
な
、
蒔
間
の
理
解
（
①
一
⇔
ω
凶
麟
P
〈
○
口
N
①
冑
）
が
必
要
で
あ
っ
た
。
時
間
は
こ
の
先
取

さ
れ
た
絡
末
か
ら
瀧
ち
て
計
る
の
で
あ
っ
て
、
か
の
希
望
な
き
シ
ジ
フ
ス
の
境
位
が
繰
返
し
繰
返
し
逆
戻
り
し
て
曲
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
近
世
の
歴
史
講
書
も
亦
、
歴
史
を
構
成
す
る
た
め
の
指
導
原
理
を
、
自
然
的
経
験
か
ち
、
廓
ち
生
ま
の
歴
史
か
ち
引
出
き
ず
に
、
不
起



　
　
　
そ
の
中
へ
導
入
す
る
α
若
し
歴
史
そ
れ
自
身
の
申
に
歴
史
を
導
い
て
み
る
原
理
が
既
に
含
ま
れ
て
み
て
、
こ
れ
を
〔
歴
史
そ
の
も
の
の
次

　
　
元
に
於
て
〕
嚢
隣
し
得
る
も
の
な
ら
ば
、
哲
學
的
に
歴
史
を
構
成
す
る
必
要
は
全
然
な
い
で
あ
ら
う
。
又
歴
史
の
意
味
が
歴
史
そ
の
も
の

　
　
　
の
申
に
啓
か
れ
て
居
る
な
ら
ば
歴
史
を
改
め
て
解
過
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
歴
史
の
意
昧
が
歴
史
上
の
出
誓
事
そ
の
も
の

　
　
　
の
申
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
意
味
へ
の
祝
ひ
は
全
然
存
し
な
い
で
あ
ら
う
。
お
よ
そ
歴
史
哲
學
が
存
在
す
る
の
は
、
純
粋
な
意
味

　
　
　
で
の
歴
史
學
そ
れ
自
身
は
歴
史
の
意
昧
に
つ
い
て
私
達
に
何
等
語
る
す
べ
を
知
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
、
同
様
ユ
ダ
ヤ
人
に
於
て
公
認
さ
れ
た

　
　
豫
言
が
存
し
た
の
は
、
將
來
が
公
衆
の
日
常
的
意
識
に
と
っ
て
は
未
だ
認
識
出
來
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
さ
て
堅
磐
は
、
経
験
的
に
團
書
す
る
こ
と
の
出
來
ぬ
問
ひ
を
立
て
る
罐
利
を
勿
論
持
っ
て
は
み
る
。
然
し
そ
の
場
合
哲
學
は
自
己
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ペ
ク
ジ
チ
オ
ン

　
　
髄
何
慮
か
ら
そ
の
間
ひ
の
答
を
得
て
留
る
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
歴
史
哲
學
は
そ
れ
自
身
の
思
索
だ
け
か
ら
そ
の

　
　
答
を
得
て
來
た
の
で
も
黒
土
に
得
て
み
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
に
は
そ
の
目
の
前
に
あ
る
避
寒
上
の
観
念
か
ら
得
て
み
る
の
で

　
　
　
あ
る
。
そ
れ
故
歴
史
の
起
源
と
目
標
と
は
、
歴
史
哲
學
に
と
っ
て
も
歴
史
そ
の
も
の
の
内
部
に
は
存
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
と
い
ふ

　
　
力
線
（
H
（
呼
声
｛
一
一
囲
亜
目
①
）
が
そ
の
間
を
経
過
す
る
超
越
的
な
異
極
な
の
で
あ
る
。
私
達
が
歴
史
を
ど
ん
な
に
早
い
時
代
か
ら
研
究
し
始
め
て
見
て

　
　
　
も
、
そ
こ
に
は
必
ず
人
聞
が
既
に
存
在
し
て
み
る
し
、
又
學
的
な
研
究
を
何
虞
迄
還
く
押
し
遽
め
て
み
て
も
人
間
の
歴
史
的
な
意
味
が
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

　
　
全
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
事
柄
の
意
味
と
は
常
に
、
そ
の
事
柄
そ
の
も
の
よ
り
以
上
の
狂
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
意
味

　
　
　
は
事
柄
の
内
に
で
は
な
く
外
に
あ
る
。
意
昧
と
は
事
柄
の
目
的
と
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
目
的
は
現
費
の
事
柄
が
そ
れ
へ
向
っ
て
み
る
や

　
　
う
な
、
現
蟹
の
事
柄
の
他
者
な
の
で
あ
る
。
意
味
は
そ
れ
故
事
柄
に
製
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
歴
史
そ
の
も
の
は
歴
史
の
意
味

　
　
を
含
む
こ
と
が
出
來
な
い
。
そ
し
て
歴
史
は
時
間
鮒
な
運
動
で
あ
る
か
ら
そ
の
目
的
は
將
來
の
目
標
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
個
々
の
出
來

　
　
事
も
、
又
個
々
の
出
癖
事
の
結
果
も
、
い
つ
れ
も
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
意
味
を
内
に
含
ん
で
み
る
と
は
い
へ
ぬ
。
歴
史
の
意
味
が

　
　
そ
の
聡
悟
に
在
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
に
先
立
っ
〔
歴
史
の
各
時
期
に
於
け
る
〕
歴
史
の
暫
定
的
な
意
味
づ
け
は
す
べ
て
、
騰
史
自
艦
が
こ
の

　
　
暫
定
的
な
意
味
づ
け
を
こ
え
て
更
に
進
ん
で
ゆ
く
場
合
に
は
、
追
越
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
百
年
箭
に
は
、
ヨ
…
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
諸
民

説　
　
　
　
　
　
歴
史
と
蟹
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流



ace

　
　
　
謝
欝
癒
箒
鮒
究
　
　
衝
〃
磯
門
百
五
十
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
ナ
チ
ず
ナ
　
ル

族
の
民
族
主
義
的
な
努
力
を
支
持
す
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
今
日
で
は
無
意
味
で
あ
り
反
動
的
な
こ
と
な

の
で
あ
る
、
丁
度
か
つ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
植
民
地
の
膨
張
を
邉
求
し
、
世
界
に
西
隊
の
文
明
を
齎
ら
す
こ
と
が
意
味
が

あ
っ
た
け
れ
ど
も
今
日
で
は
そ
の
玉
入
に
な
っ
て
み
る
や
う
に
。
勿
論
今
日
と
錐
も
な
ほ
、
ア
ジ
ヤ
の
多
く
の
再
々
に
於
け
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
多
少
と
も
支
持
す
る
こ
と
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
支
持
は
む
し
ろ
歴
史
に
逆
ふ

罪
な
の
で
あ
る
。
歴
史
の
、
追
ひ
越
す
こ
と
の
出
來
な
い
究
極
的
な
意
味
は
、
た
ゴ
全
鯉
か
ら
の
み
、
邸
ち
歴
史
の
野
末
か
ら
の
み
確
定

し
得
る
で
あ
ら
う
。

　
若
し
こ
の
や
う
な
歴
史
の
意
味
へ
の
探
究
が
未
來
主
義
的
（
｛
門
簿
d
「
目
剛
ω
紳
凶
も
口
O
げ
）
な
観
念
に
ま
で
理
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
観
念
は
自
然
的
な
時

間
経
験
か
ら
で
は
な
く
、
聯
の
意
志
の
、
根
源
的
な
超
自
然
的
啓
示
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
自
然
的
な
時
間
纒
験
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に

於
て
さ
う
で
あ
っ
た
や
う
に
、
完
了
的
（
需
臨
⑦
匪
乱
ψ
島
）
で
あ
り
、
後
を
向
い
て
（
豊
蝕
鼻
翼
≦
窪
号
件
）
居
り
、
想
起
的
（
巴
導
興
銭
）
で
あ

る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
「
ヒ
ス
ト
レ
イ
ン
（
ミ
↓
o
豪
ミ
）
」
は
現
在
の
も
の
と
過
去
の
も
の
と
に
の
み
關
係
し
、
將
來
に
は
外
画
し
な
い
。

ヒ
ス
ト
レ
イ
ン
は
現
に
有
る
も
の
乃
至
有
っ
た
所
の
も
の
を
報
告
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
將
に
來
ら
ん
と
す
る
所
の
も
の
の
丸
形
を
意
昧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
タ
ジ
チ
す
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
ン
ス
ン
ク

し
は
し
な
い
。
そ
れ
故
に
私
達
が
今
日
持
っ
て
る
る
未
來
主
義
的
な
意
識
は
、
過
去
（
学
統
！
）
を
輕
ん
じ
、
將
來
（
設
計
！
）
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
根
底
に
嘗
て
は
正
し
く
超
自
然
的
な
の
で
あ
る
。
私
達
は
こ
の
こ
と
を
語
群
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
更

に
、
私
蓬
は
、
私
達
が
神
の
意
志
へ
の
超
自
然
的
な
信
仰
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
に
も
拘
ら
ず
猫
も
、
歴
史
の
意
昧
が
將
來
に
接
て
完
成
き

れ
る
こ
と
を
依
然
と
し
て
信
じ
つ
づ
け
て
み
る
と
い
ふ
ご
の
事
蜜
が
果
し
て
統
一
的
に
把
へ
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
聞
ひ
始
め
る
べ

き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
若
し
私
達
に
最
早
超
自
然
的
な
僑
仰
が
許
さ
れ
て
み
な
い
と
す
れ
ば
、
私
達
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
な
ほ
如
何
な

る
樺
利
に
よ
っ
て
歴
史
を
哲
學
的
に
解
繹
し
歴
史
を
豫
め
決
定
す
る
こ
と
を
企
て
得
る
の
か
を
、
自
ら
吟
味
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
熱
間
観
念
を
そ
の
自
然
的
意
味
に
從
っ
て
特
定
す
る
と
、
現
在
は
現
鼻
唄
で
あ
り
過
去
は
完
結
的
で
あ
る
が
、
未
來
は
最
も
非
現
蟹
的

な
も
の
を
学
ん
で
み
る
。
未
來
は
希
望
及
び
恐
怖
と
し
て
の
み
現
に
在
る
が
、
希
望
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
傳
へ
て
る
る
パ
ン
ド
ラ
の
零
話
に



　
　
從
へ
ば
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
禍
ひ
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
使
徒
パ
ウ
ロ
は
恐
怖
と
戦
藻
と
の
た
ぼ
中
に
も
希
望
に
よ
っ
て
、
救
濟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ
み

　
　
を
期
待
き
せ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
と
同
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
及
び
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
汲
の
人
々
は
「
希
望
も
恐
れ
も
な
く
（
尾
。
ω
零

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
キ
シ
　
メ

　
　
器
。
白
。
窪
）
」
と
い
ふ
格
率
に
從
っ
て
生
き
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
未
來
の
観
念
と
同
様
、
歴
史
の
起
源
に
焦
す
る
観
念
に
つ
い
て
見
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
思
想
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
そ
れ
と
は
封
影
野
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
み
あ
ロ
ギ
　

　
　
異
し
て
る
る
。
ギ
リ
シ
ャ
及
び
ロ
ー
マ
の
瀞
話
に
於
て
は
、
現
實
の
歴
史
の
流
れ
は
、
そ
れ
に
干
て
そ
の
源
泉
が
羅
え
ず
反
復
さ
れ
つ
つ

　
　
あ
る
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
る
る
。
だ
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
た
ダ
一
つ
の
歴
史
の
起
源
が
端
的
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ

　
　
以
画
す
べ
て
の
人
意
は
、
創
造
と
璽
罪
の
巾
か
ら
展
開
し
て
來
つ
つ
あ
る
唯
一
的
な
〔
歴
史
の
〕
動
き
の
中
に
捲
き
込
ま
れ
て
み
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご
き

　
　
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
、
複
数
的
で
、
し
か
も
梱
互
に
濁
立
的
な
歴
史
の
展
開
が
並
存
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
唯
一
つ
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
達
が
今
臼
、
た
と
へ
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
爲
し
て
み
る
や
う
に
歴
史
に
於
け
る
人
闘
の
複
数
の
起
源
に
つ

　
　
い
て
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
凡
ゆ
る
人
聞
の
中
か
ら
新
た
に
歴
史
が
始
ま
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
私
讐
は
、
自

　
　
分
達
が
ギ
リ
シ
ャ
人
の
遺
産
を
相
撫
し
、
ユ
ダ
ヤ
的
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
思
想
に
背
い
て
思
推
し
て
み
る
こ
と
を
真
玉
し
な
く
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
更
に
私
達
は
、
歴
史
の
種
々
な
起
源
に
継
て
経
験
的
に
出
逢
ふ
自
然
的
な
複
数
の
人
間
像
を
た
ぼ
自
然
的
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
み
考
へ
て
ゆ
く
態
度
と
、
聯
に
よ
っ
て
創
ら
れ
且
つ
歴
史
の
動
き
の
中
で
聯
に
よ
っ
て
常
に
支
配
さ
れ
て
み
る
唯
一
の
人
間
像
を
讃
仰
す

　
　
る
超
自
然
的
な
態
度
と
を
、
果
し
て
統
一
言
論
る
か
ど
う
か
を
聞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
唯
一
の
起
源
な
る
も
の
が
歴
史
に
無
い
と

　
　
す
れ
ば
唯
一
の
人
間
像
も
亦
存
し
な
い
。

　
　
　
私
書
は
、
歴
史
の
起
源
と
意
味
と
は
本
來
歴
史
を
超
越
し
て
み
る
、
と
い
ふ
や
う
に
語
っ
た
。
然
し
丁
度
聯
學
的
立
場
か
ら
現
世
的
立

　
　
場
へ
移
っ
て
行
く
（
ω
鋒
β
剛
球
H
一
〇
陸
一
①
H
⑦
昌
）
プ
ロ
セ
ス
に
在
っ
た
近
世
の
歴
史
帯
留
に
と
っ
て
は
、
か
～
る
超
越
者
を
内
在
者
へ
気
化
す
る
こ
と

　
　
が
、
不
可
避
的
な
傾
向
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
詰
手
の
蜜
際
問
題
と
し
て
こ
の
韓
換
を
雷
ひ
蓑
は
す
な
ら
ば
、
そ

　
　
れ
は
、
歴
史
の
指
導
原
理
を
歴
史
の
内
在
的
な
展
關
の
中
か
ら
撫
摘
す
る
こ
と
、
即
ち
歴
史
哲
婦
を
経
験
的
な
基
礎
の
上
に
樹
て
る
こ
と
、

鰯　
　
　
　
　
．
歴
実
と
蟹
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

そ
れ
が
近
世
哲
學
が
歴
史
を
考
察
す
る
場
合
の
、
常
に
漁
ら
ざ
る
目
標
と
な
る
、
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
及
び
ト

イ
ン
ビ
ー
は
こ
の
や
う
な
趨
勢
を
、
彼
等
の
手
許
に
蒐
め
ら
れ
た
資
料
の
一
般
性
を
櫨
り
所
と
し
て
、
極
め
て
明
瞭
に
述
べ
て
み
る
。

　
然
し
こ
の
場
合
に
も
次
の
や
う
な
事
蟹
、
印
ち
ひ
と
は
元
來
歴
史
の
限
り
な
い
豊
富
き
の
巾
か
ら
、
彼
が
前
以
て
そ
の
巾
に
入
れ
て
お

い
た
原
理
に
よ
っ
て
詮
明
出
來
き
う
に
思
は
れ
る
所
だ
け
を
選
び
取
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
事
實
は
、
依
然
と
し
て
そ
の
ま
㌧
存
志
し
て

み
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
歴
史
に
於
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
経
験
的
な
事
蜜
と
が
こ
の
や
う
に
不
明
確
な
血
流
に
あ
る
と
い

ふ
こ
と
は
郎
ち
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
哲
學
の
根
底
に
次
の
や
う
な
矛
盾
が
存
す
る
こ
と
の
最
も
明
瞭
な
観
衡
費
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
そ
の

矛
盾
と
は
、
歴
史
は
一
方
で
は
、
そ
れ
が
さ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
必
然
的
に
成
り
行
く
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
他
方
で
は
人
間
に
よ

っ
て
自
由
に
形
成
き
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
矛
贋
で
あ
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
に
於
て
明
瞭
に
な
る
。
郎
ち
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
の
革
命
は
希
望
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
不
可
避
的
に
必
然
的
な
の
で
あ
る
が
然
も
他
方
で
は
、
ひ
と
は
革
命
を
煽
り
立
て
（
爵
？

諭
魯
魯
）
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
は
れ
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
一
方
で
は
、
西
橘
の
没
落
と
い
ふ
運
命
が
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
ぬ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
「
乗
る
か
反
る
か
の
こ
の
決
断
の
時
期
」
に
當
っ
て
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
敵
意
主
義
し
に
よ

っ
て
將
來
を
支
配
せ
ん
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
人
の
良
心
に
呼
び
か
け
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ず
っ
と
用
心
深
く
な
っ
て
み
て
、
最
早
〔
歴
史
の
〕

運
命
を
で
は
な
く
歴
史
に
お
け
る
挑
載
と
懸
答
（
静
p
。
書
誤
。
き
恥
H
霧
℃
o
諺
①
）
と
に
つ
い
て
の
み
語
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
い
ふ
種
々
な
文

明
の
掲
砕
は
、
き
は
め
て
規
則
正
し
く
三
拍
孚
（
慶
㊦
闘
①
一
類
び
二
一
げ
↓
二
一
）
の
リ
ズ
ム
を
な
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
西
欧
は
、
彼
の
兇

解
に
よ
る
と
既
に
こ
の
リ
ズ
ム
の
一
拍
孚
を
維
験
し
た
の
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
人
工
の
型
紙
に
つ
い
て
責
任
を
要
求
し
て
み
る

が
、
し
か
も
彼
は
西
隊
の
文
化
が
罵
る
ま
で
に
西
敏
的
人
間
の
も
つ
創
造
的
自
由
の
、
な
ほ
二
周
の
擁
動
を
し
か
認
め
て
み
な
い
。

　
然
し
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
の
文
化
循
理
（
安
ぎ
H
尊
爵
窪
）
の
無
意
味
さ
を
腕
す
る
爲
に
更
に
、
そ
の
高
等
宗
敏
の
理
論
を
展
開
さ
せ
て

る
る
。
そ
れ
に
從
ふ
と
諸
兎
の
丈
化
の
意
味
は
、
よ
り
高
度
な
救
欝
欝
数
（
縛
囲
α
ω
§
鵯
自
虐
α
q
δ
昌
）
の
獲
生
を
可
能
な
ら
し
め
、
且
つ
そ
の
宗

数
が
普
及
す
る
た
め
の
地
盤
を
準
備
す
る
黙
に
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
ロ
ー
マ
の
世
界
的
帝
園
の
意
義
は
世
界
的
な
政
治
的
統



一
を
キ
リ
ス
ト
教
の
た
め
に
準
備
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
的
な
統
一
に
よ
る
安
定
し
た
雰
園
氣
の
申
に
こ
そ

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
普
及
す
る
こ
と
が
論
叢
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
近
世
の
技
徳
交
明
の
持
つ
意
義
は
、
そ
れ
を
結
果
し
た
政
治

上
交
明
上
の
世
界
統
一
が
既
に
準
備
さ
れ
て
る
た
と
い
ふ
事
蟹
に
基
づ
い
て
み
る
。
キ
リ
ス
ト
敏
は
こ
の
や
う
な
世
界
統
一
に
於
て
、
究

極
的
な
最
高
の
、
普
逓
的
人
類
宗
教
た
り
得
る
で
あ
ら
う
。
ー
ー
と
は
い
ふ
も
の
の
、
こ
の
や
う
な
思
索
が
歴
史
に
内
在
す
る
事
蟹
を
讃

糠
と
し
て
引
合
ひ
に
出
す
こ
と
が
出
迎
ず
、
歴
史
的
経
験
を
超
越
し
て
み
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ギ
ボ
ン
が
既
に
行
っ
て
み
る
や
う
に
、

キ
リ
ス
ト
数
を
ロ
ー
マ
霊
鳥
没
落
の
原
因
と
し
て
解
繹
す
る
こ
と
も
二
言
る
し
、
▽
〈
近
代
の
技
術
文
明
は
キ
リ
ス
ト
数
が
弘
布
す
る
た
め

の
手
段
を
意
味
す
る
と
も
、
又
反
封
に
こ
の
函
数
の
絡
末
を
意
味
す
る
と
も
い
つ
れ
と
も
い
へ
よ
う
。
そ
し
て
ト
イ
ン
ビ
ー
は
宗
敏
の
獲

熱
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
ば
、
諸
富
化
の
興
隆
と
衰
退
ど
の
循
環
か
ら
除
外
し
て
、
そ
れ
ら
の
宗
教
の
中
に
、
よ
り
高
度
の
嚢
展
が
中
漸
す
る

こ
と
な
く
襲
撃
し
て
み
る
こ
と
を
認
め
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
神
の
國
（
。
鍵
奮
儀
巴
」
と
こ
の
世
界
に
激
て
興
隆
し
馨
り
衰
亡

し
行
く
諸
國
と
は
相
互
に
言
立
に
嚢
蔑
す
る
と
い
ふ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
信
仰
へ
現
代
が
復
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
の
や
う
な
見
解
に
徴
し
て
私
達
が
常
に
原
則
的
に
反
論
し
得
る
の
は
次
の
や
う
な
黙
に
総
て
で
あ
る
、
邸
ち
歴
史
を
思
惟

す
る
た
め
の
雲
泥
を
政
治
的
な
事
件
の
そ
れ
か
ら
宗
教
的
態
度
の
そ
れ
へ
切
換
へ
る
こ
と
は
、
現
實
の
歴
史
を
放
棄
し
て
救
濟
史
の
方
へ

移
行
す
る
こ
と
を
意
署
す
る
、
と
い
ふ
黙
に
於
て
で
あ
る
。
あ
る
宗
数
が
翼
蟹
の
も
の
か
そ
れ
と
も
儒
り
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ

と
、
從
っ
て
そ
れ
が
究
極
的
包
揺
的
な
人
類
工
数
と
な
る
べ
き
使
命
を
有
す
る
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
文
化
の
高
さ
や
深
さ
に
關
は
る

聞
覚
で
は
な
く
、
た
ゴ
儒
仰
に
の
み
驕
は
る
問
題
で
あ
る
。
然
も
信
仰
は
歴
史
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
キ
リ
ス
ト
数
徒
は
キ

リ
ス
ト
教
が
最
高
の
宗
敏
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
説
か
ず
、
た
ゴ
全
く
軍
純
に
キ
リ
ス
ト
が
聯
の
子
で
あ
る
こ
と
の
み
を
鏡
い
た

の
で
あ
っ
た
。

oo3

歴
史
と
費
存

；

九



404

　
　
　
　
暫
鰹
研
究
　
第
四
百
五
十
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
一
〇

　
き
て
歴
史
の
意
味
が
常
に
將
來
に
在
る
に
し
て
も
、
そ
し
て
歴
史
の
申
に
搾
る
意
味
を
見
出
し
て
こ
れ
を
賢
現
す
る
こ
と
の
難
か
し
さ

が
次
の
や
う
な
鮎
に
あ
る
と
し
て
も
、
師
ち
人
間
は
如
何
に
も
歴
史
の
二
念
で
あ
り
且
つ
客
艦
で
あ
る
が
、
斯
く
自
由
で
あ
り
な
が
ら
も

猫
そ
の
覆
境
界
の
性
格
に
よ
っ
て
制
限
き
れ
、
自
己
の
行
爲
の
動
機
を
知
り
盤
す
こ
と
が
出
馬
ず
、
た
め
に
彼
が
行
爲
に
先
立
っ
て
行
ふ

考
量
は
隙
間
だ
ら
け
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
黙
に
あ
る
と
し
て
も
一
、
歴
史
は
〔
元
來
〕
人
間
に
封
象
と
し
て
豫
め
雨
提
さ
れ
て
る
る

自
然
の
中
で
の
、
人
間
の
自
由
な
活
動
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
人
間
の
活
動
が
良
識
に
漏
し
て
優
位
を
占
め
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多

い
ほ
ど
歴
史
は
意
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
苦
る
、
と
い
ふ
こ
と
が
先
づ
言
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
成
程
、
電
光
と
洪
水
と
が
、
現
蟹
の
い
か

な
る
瞬
閲
を
も
破
託
し
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
私
達
は
入
閥
精
紳
が
野
馬
に
封
し
て
い
か
な
る
反
鷹
を
示
す
か
を
豫
め
察
知
出
來
ぬ
爲

に
、
人
間
の
感
情
と
行
爲
と
を
計
蚤
の
仕
様
も
な
い
ま
ま
に
そ
の
都
度
受
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
一
切
の
有
意
味
な
設
計
が
蟹

は
隙
間
だ
ら
け
に
さ
れ
て
み
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ヴ
ア
ル
ト

　
然
し
又
私
達
は
、
経
濟
的
な
恐
慌
を
統
御
す
る
こ
と
を
銑
に
學
ん
で
み
る
や
う
に
、
政
治
的
な
危
機
を
も
亦
、
　
力
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
そ
の
動
機
と
理
由
と
を
一
厨
よ
く
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
御
す
る
こ
と
を
學
び
得
な
い
で
あ
ら
う
か
。
又
若
し
欝
欝
が
文
化
と
そ

の
物
質
的
心
理
的
基
礎
と
の
聯
關
を
一
塩
良
く
理
解
す
る
こ
と
を
學
び
得
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
類
化
の
危
機
を
お
そ
ら
く
支
配
し

得
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
私
達
は
、
煮
凝
の
先
輩
た
ち
が
思
ひ
止
ま
っ
た
所
の
も
の
を
欝
欝
し
、
誤
っ
て
行
っ
た
所
の
も
の
を
申

．
断
さ
せ
る
こ
と
を
歴
史
か
ら
學
び
得
な
い
で
あ
ら
う
か
。
私
達
は
「
將
來
へ
の
設
計
」
と
い
ふ
思
想
（
聾
。
讐
口
径
鵯
畠
昂
窪
）
を
経
論
學
的

な
領
域
か
ら
生
や
文
化
の
領
域
へ
移
し
、
過
去
を
昇
華
す
る
の
に
ど
れ
だ
け
の
目
方
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
正
し
く
秤

を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
逮
が
持
つ
文
化
の
全
膿
を
支
配
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
で
あ
ら
う
か
。

　
い
か
に
も
、
私
達
が
自
然
に
饗
し
て
次
第
に
物
質
的
に
も
精
聯
的
に
も
支
配
力
を
増
大
さ
せ
て
來
て
る
る
こ
と
に
間
違
ひ
は
な
い
で
あ

ら
う
。
然
し
種
々
の
問
題
も
亦
増
大
し
て
來
て
る
る
。
確
か
に
自
然
を
支
配
す
る
た
め
の
新
し
い
方
策
が
次
々
に
獲
見
せ
ら
れ
て
み
る
。

だ
が
新
し
い
抵
抗
と
危
険
も
亦
新
た
に
見
出
き
れ
、
か
く
て
拙
者
の
間
に
は
一
種
の
比
例
的
愚
慮
が
働
い
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
原



trc5

始
人
は
火
を
嚢
点
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
を
或
程
度
ま
で
支
配
す
る
こ
と
を
習
得
し
た
。
然
し
火
は
同
時
に
原
始
人
に
与
し
て
非
常
な

危
瞼
と
も
成
っ
た
の
で
あ
る
。
私
達
は
次
々
に
火
藥
、
蒸
氣
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
氣
、
そ
し
て
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
さ
へ
も
獲
見
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
全
地
球
を
限
り
な
く
支
配
し
て
行
け
る
か
の
や
う
に
思
っ
て
み
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
や
う
な
新
ら
し
い
嚢
見
と
と
も
に
新
ら
し

い
危
瞼
も
亦
群
生
し
た
の
で
あ
る
。
味
方
だ
け
で
な
く
敵
も
亦
火
難
を
使
用
し
得
る
の
で
あ
り
、
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
善
と
悪
と
の
均
衝

に
、
何
等
本
質
的
な
商
化
を
生
ぜ
し
め
な
か
っ
た
。
根
本
に
お
い
て
は
、
私
達
は
自
然
を
原
始
人
以
上
に
支
配
し
て
み
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
な
が
れ

事
情
は
歴
史
の
経
過
を
私
遽
が
支
配
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
金
く
同
様
で
あ
る
。
私
逮
は
現
在
で
は
、
往
昔
は
人
の
知
る
所
で
な
か
っ
た

人
賦
の
行
爲
の
種
々
な
根
捺
や
動
機
に
つ
い
て
多
く
を
知
っ
て
は
み
る
。
が
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
達
は
か
か
る
知
識
を
、
私
達

の
筆
下
に
於
け
る
生
き
方
を
指
導
す
る
た
め
の
原
理
と
挿
す
こ
と
は
出
來
な
い
、
未
來
は
そ
れ
が
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
繰
返
し
で
な
い
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
サ
ル
ム

り
に
於
て
の
み
正
し
く
未
來
な
の
で
あ
る
か
ら
。
蒋
間
が
い
か
な
る
馬
験
に
於
て
も
そ
の
根
本
の
形
式
と
な
っ
て
み
る
と
い
ふ
意
味
で
、

歴
史
と
は
纒
験
で
あ
る
と
い
へ
る
。
そ
し
て
私
達
は
一
般
に
あ
る
歴
史
上
の
出
血
事
を
理
解
す
る
た
め
の
指
導
原
理
を
他
な
ら
ぬ
正
に
こ

の
〔
特
定
の
〕
出
來
爾
の
経
験
か
ら
得
て
來
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
一
九
四
五
年
の
敗
北
は
一
九
一
八
年
の
敗
北
よ
り
遙
か
に
徹
底
的

で
あ
っ
た
。
然
し
敗
北
の
十
年
後
を
比
べ
て
見
る
と
、
一
九
五
五
年
の
ド
イ
ツ
で
は
産
業
が
繁
怪
し
勢
働
着
が
不
足
し
て
み
る
の
に
、
一
九

二
八
年
の
ド
イ
ツ
で
は
、
経
濟
は
瓦
解
の
一
歩
手
薗
に
あ
り
失
業
者
は
数
百
萬
に
及
ん
で
み
た
。
面
輪
が
こ
の
二
つ
の
情
勢
を
軍
純
に
比

較
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
理
由
、
例
へ
ば
一
九
一
八
年
の
惰
勢
か
ら
一
九
四
五
年
の
そ
れ
に
必
要
な
構
勢
改
善
の
方
途
（
函
。
鑑
①
憲
9
魯
）

を
畢
ん
で
來
る
こ
と
が
出
急
な
い
理
由
は
、
一
九
四
五
年
の
傭
勢
が
、
一
九
一
八
年
に
は
現
は
れ
や
う
も
な
く
又
現
は
れ
や
う
も
な
か
っ

た
そ
の
た
め
に
、
國
民
全
縢
の
敗
北
に
封
ず
る
受
取
り
方
を
全
く
薗
と
は
異
な
ら
し
め
て
し
ま
っ
た
諸
因
子
を
、
含
ん
で
み
た
か
ら
で
あ

る
。
歴
史
は
正
に
い
か
な
る
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
行
ふ
こ
と
を
も
許
さ
な
い
。
い
か
な
る
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
於
て
も
前
提
き
れ
て
み
る
同
一
性
の

因
子
、
師
ち
人
間
に
於
け
る
一
定
不
義
の
も
の
を
私
達
は
〔
歴
史
の
申
に
〕
認
識
出
爪
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
の
門
閥
が
一
九

一
八
年
と
類
比
的
な
仕
方
で
振
舞
ふ
で
あ
ら
う
、
と
言
ひ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
、
人
間
は
一
般
に
〔
時
代
や
場
威
の
制
限
を
こ
え

　
　
　
歴
吏
と
鍛
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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て
〕
普
遜
的
な
仕
方
で
振
舞
ふ
も
の
だ
と
立
撃
出
送
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
み
る
。
種
々
な
歴
史
的
状
況
の
聞
に
ア
ナ
ロ
ギ
ー
が
な
り

　
　
た
っ
と
い
ふ
こ
と
は
、
入
間
の
本
性
に
業
績
的
な
、
一
つ
の
同
一
性
が
存
す
る
場
合
に
の
み
あ
て
は
ま
る
事
賢
で
あ
る
。
だ
が
人
問
の
本

　
　
性
と
は
煮
る
能
力
（
＜
⑦
言
α
σ
q
魯
）
、
然
も
本
性
そ
れ
自
身
が
み
つ
か
ら
に
歴
史
的
に
経
験
し
て
ゆ
く
そ
の
時
々
の
能
力
で
あ
る
に
す
ぎ
な

　
　
い
。
そ
し
て
こ
の
能
力
は
常
に
、
そ
の
都
度
経
験
き
れ
た
〔
個
別
的
〕
状
況
の
理
解
に
到
課
し
得
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
て
行

　
　
く
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
人
は
言
ふ
で
あ
ら
う
。
正
義
と
理
性
と
が
最
後
に
は
歴
史
の
巾
に
成
就
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
。
そ
れ
は
ま
㌧
正
し
い
場
合
も
あ
り
得

　
　
る
。
然
し
そ
れ
と
同
様
に
不
正
と
背
理
も
亦
や
は
り
地
歩
を
固
め
て
認
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
翼
に
進
歩
的
な
偉
大
な
イ
デ
ー
は
す
べ

　
　
て
、
た
と
へ
ば
科
學
の
調
理
や
人
罐
の
承
認
等
の
イ
デ
ー
は
す
べ
て
、
歴
史
の
申
に
成
就
さ
れ
て
來
て
は
み
る
が
、
そ
れ
と
圖
時
に
新
ら

　
　
し
い
不
正
と
背
理
も
亦
理
性
と
正
義
と
が
齎
ら
し
た
も
の
ぞ
分
も
の
の
中
に
生
じ
て
去
て
み
る
。
そ
し
て
公
正
と
不
正
、
需
給
と
快
樂
、

　
　
希
望
と
幻
滅
と
い
ふ
人
間
の
根
底
を
な
す
乱
立
的
な
状
況
に
留
意
し
た
場
含
、
ひ
と
は
か
＼
る
根
源
的
な
樹
立
状
況
を
根
こ
そ
ぎ
攣
更
し

　
　
よ
う
と
す
る
、
人
間
の
い
か
な
る
偉
大
な
試
み
も
す
べ
て
、
即
ち
人
間
を
道
徳
的
に
教
育
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
も
、

　
　
將
た
叉
科
學
や
哲
學
や
就
會
主
義
も
す
べ
て
、
挫
折
し
て
み
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
そ
れ
故
、
歴
史
の
意
味
へ
の
問
ひ
は
、
歴
史
に
於
い
て
人
聞
の
立
場
を
経
験
的
に
改
善
し
て
ゆ
く
と
い
ふ
や
う
な
課
題
の
な
ほ
彼
方
に

　
　
あ
る
。
た
と
へ
、
未
來
へ
の
設
計
に
よ
っ
て
現
在
を
修
整
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
歴
史
を
私
達
の
い
ふ
意
味
で
支
配
す
る
こ
と
が
出
煮
る
に

　
　
し
て
も
、
い
ま
私
達
が
問
う
て
み
る
歴
史
の
意
味
は
「
未
來
へ
の
設
計
（
難
き
魯
）
篇
と
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
。
從
っ
て
完
金
に
隅
々
ま

　
　
で
設
計
の
行
空
い
た
歴
史
が
假
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
達
に
と
っ
て
未
だ
翼
に
意
昧
あ
る
も
の
と
は
い
へ
な
い
。
問
題
は
こ
の
未

　
　
來
へ
の
設
計
が
何
を
目
標
と
し
て
み
る
の
か
、
そ
し
て
果
し
て
こ
の
三
雲
へ
の
設
計
が
究
極
的
に
意
味
あ
る
も
の
で
あ
り
得
る
の
か
ど
う

　
　
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
黒
雲
へ
向
っ
て
設
計
し
つ
つ
行
動
す
る
こ
と
が
出
場
る
の
は
、
人
聞
の
歴
史
支
配
が
増
大
し
て
ゆ
く

　
　
こ
と
を
立
謹
出
潤
る
場
合
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
の
場
合
、
多
数
の
濁
立
し
た
歴
史
の
主
業
〔
例
へ
ば
多
数
の
人
聞
〕
．
を
成
り
立
た
し
め
て



　
　
み
る
多
数
の
自
尊
が
相
互
に
必
然
的
に
干
渉
し
あ
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
も
う
無
い
で
あ
ら
う
か
。
然
し
人
間
は
實
は
歴
史
の
主
膿
で
あ
る
ば

　
　
か
り
で
な
く
歴
史
の
客
膿
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は
輩
に
行
爲
に
出
る
自
適
を
持
つ
の
み
で
な
く
、
自
由
に
行
爲
す
る
他
の
主

　
　
鯉
と
も
同
時
に
踊
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
謄
史
支
配
が
増
大
す
る
と
と
も
に
他
人
の
歴
史
支
配
も
亦
塘
大
す
る
。
そ
し
て
自
由
は
そ

　
　
れ
自
身
と
し
て
は
空
虚
で
あ
り
、
歴
史
に
お
け
る
種
々
な
内
容
に
即
し
て
そ
れ
自
身
が
選
び
と
る
も
の
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
る

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
は
い
か
な
る
意
昧
の
自
由
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
自
由
は
算
術
の
問
題
の
や
う
に
理
解
し
得
る
も
の

　
　
で
は
な
い
、
つ
ま
り
自
由
を
寄
せ
た
り
引
い
た
り
し
て
考
へ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
二
人
の
人
聞
が
個
別
的
に
同
一
の
も
の
を
欲
し
て
ゐ

　
　
る
と
い
ふ
事
蟹
は
未
だ
、
彼
ら
が
そ
れ
を
共
有
す
る
こ
と
を
も
欲
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
自
由
に
封
ず
る
萬
人
の
要
求

　
　
か
ら
生
じ
た
筈
の
、
革
命
そ
の
も
の
に
撃
て
す
ら
示
さ
れ
て
み
る
や
う
に
、
多
数
の
自
由
意
志
の
中
か
ら
一
夜
の
中
に
思
ひ
が
け
な
く
も

　
　
濁
裁
が
生
じ
、
か
く
て
革
命
が
萬
人
の
縄
墨
の
不
等
由
に
絡
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
所
で
、
歴
史
が
人
間
の
未
來
へ
の
計
ら
ひ
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
は
人
間
の
内
寸
は
外
に
あ
る
統
御
し
難
い
種
々
な

　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト

　
　
自
然
的
要
素
か
ら
出
て
來
る
の
で
は
な
く
、
自
由
そ
の
も
の
の
内
面
的
な
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
か
ら
出
て
鳴
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
元
軍
人

　
　
間
の
自
由
は
そ
れ
自
筆
は
空
虚
で
あ
り
、
そ
し
て
入
間
は
、
偲
が
彼
に
相
慮
は
し
く
何
が
相
慮
は
し
く
な
い
か
を
自
己
に
〔
前
以
て
〕
指

　
　
勒
し
て
く
れ
る
や
う
な
〔
叡
知
的
な
〕
本
性
を
所
有
せ
ぬ
故
に
、
い
か
な
る
も
の
を
も
、
封
平
す
る
も
の
す
ら
を
も
選
び
と
る
こ
と
が
出

　
　
射
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
ご
く
一
般
的
に
言
っ
て
、
い
か
な
る
人
間
も
人
戸
踊
係
を
良
く
す
る
こ
と
を
願
っ
て
居
り
、
そ
し
て
そ
れ
を

　
　
妨
げ
る
や
う
な
明
弱
な
根
櫨
が
無
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
人
聞
の
聞
の
事
件
の
嚢
展
は
決
し
て
願
は
れ
て
る
た
や
う
な
道
筋
を
ば
辿
ら
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
從
っ
て
蟻
蜂
に
於
て
は
、
人
は
そ
の
考
察
を
善
人
と
悪
人
、
善
意
志
と
悪
意
志
と
が
興
浜
的
に
存
在
す
る
と
い
ふ
前
提
に
よ

　
　
つ
て
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
も
と
も
と
「
善
」
を
意
欲
し
て
み
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
は
歴
史
の
意
味
が
究
極
的
に
は
ど
う
い
ふ
も

　
　
の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
善
そ
の
も
の
を
抑
．
知
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
ふ
前
提
に
よ
っ
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
が

　
　
未
だ
絶
饗
に
信
心
深
く
あ
っ
た
時
代
に
そ
の
こ
と
を
人
は
次
の
や
う
に
言
っ
た
、
　
「
目
論
む
の
は
人
だ
が
そ
の
成
行
は
紳
の
調
理
に
よ
る

姫　
　
　
　
　
　
歴
更
と
簑
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
嘗
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一
四

（
つ
ま
り
人
間
が
目
論
ん
だ
の
と
は
違
っ
た
風
に
事
は
蓮
ば
れ
る
U
Φ
縁
罵
Φ
昌
ω
o
げ
α
Φ
昌
響
瓢
昌
岱
0
9
け
δ
謬
簿
●
）
」
と
。
こ
の
や
う
な
神
の

下
竜
の
測
り
難
き
に
較
べ
れ
ば
、
合
理
的
な
歴
史
論
明
に
於
て
生
ず
る
い
か
な
る
自
然
的
な
困
難
も
到
底
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
と
い

ふ
の
は
私
達
は
現
在
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
盆
・
多
く
、
朱
墨
に
つ
い
て
愈
，
遠
く
ま
で
設
計
を
押
し
遙
め
、
自
己
の
歴
史
的
な
行
動
に

つ
い
て
一
層
深
く
自
嫁
す
る
所
が
あ
り
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
私
達
は
、
歴
史
の
意
味
な
る
も
の
に
些
か
も
近
づ
い
て
は
居

ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
へ
私
達
の
未
來
へ
の
設
計
が
す
べ
て
賢
現
せ
ら
れ
、
技
徳
の
究
極
的
な
完
成
が
到
達
さ
れ
た
と
し
て
も
猫
、
歴

史
の
意
味
へ
の
問
ひ
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
み
る
で
あ
ら
う
、
個
人
の
生
存
は
不
可
避
的
な
絡
局
を
持
つ
が
、
歴
史
は
全
膿
と
し
て
は
綱
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ペ
ン

人
の
生
存
を
超
え
て
更
に
遠
く
ま
で
進
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
郎
ち
歴
史
の
意
味
へ
の
問
ひ
は
人
生
の
意
味
へ
の
問
ひ
と

一
つ
で
は
な
い
そ
の
限
り
に
於
て
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
の
意
味
へ
の
問
ひ
は
、
根
本
に
於
て
超
越
的
な
る
意
味
が
歴
史
に
内
在
す
る
こ
と

を
求
め
て
み
る
限
り
に
於
て
必
然
的
に
一
つ
の
自
己
矛
盾
に
絡
る
。
即
ち
歴
史
の
意
味
は
、
超
越
的
な
意
味
に
そ
れ
を
解
す
る
限
り
信
仰

の
立
場
の
、
つ
ま
り
「
苦
れ
儒
ず
（
典
亀
。
）
」
の
内
容
を
な
す
の
で
あ
り
、
歴
史
に
内
在
的
な
葱
昧
に
と
る
限
り
理
性
の
心
象
な
の
で
あ

る
。
然
し
理
性
と
信
仰
と
は
、
前
者
は
常
に
更
に
遠
く
へ
問
ひ
を
進
め
る
の
に
封
し
後
者
は
自
己
自
身
の
申
に
自
己
の
辮
明
を
撫
っ
て
み

る
と
い
ふ
黙
で
臨
別
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
歴
史
の
究
極
的
な
意
味
な
る
も
の
を
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
一
歩
進
ん
だ
立
場
か
ら
問
ひ
た
ゴ
す

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
な
し
に
信
ず
る
こ
と
は
出
來
る
が
、
然
し
理
性
に
隠
し
て
そ
れ
を
更
に
聞
ふ
こ
と
を
無
理
や
り
に
禁
止
し
て
お
く
の
で
な
け
れ
ば
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

護
明
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
達
が
普
通
歴
史
的
に
意
味
あ
る
行
動
に
つ
い
て
鳳
ハ
鰹
的
に
語
る
場
合
、
か
、
る
行
動
は
常
に
た
ダ
有
限
的
相
封
的
な
現
實
の
聯
閥
に

の
み
か
㌧
は
っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
問
題
と
な
っ
て
來
る
の
は
、
現
蟹
の
賑
絡
の
申
に
存
在
す
る
隈
ら
れ
た
障
害
を
克
駁

し
て
、
隈
ら
れ
た
瞥
標
を
實
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
一
つ
の
行
爲
が
有
意
味
（
の
ぎ
範
。
ε
で
あ
る
と
言
へ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
正
に
こ
の
行
爲
に
よ
っ
て
、
こ
の
行
爲
が
な
け
れ
ぼ
私
達
が
依
然
そ
の
中
に
と
ゾ
ま
っ
て
み
た
に
相
違
な
い
や
う
な
労
る
釈
門
を
却

け
て
選
び
と
ら
る
べ
き
別
個
の
、
新
し
い
歌
態
が
達
成
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
こ
の
新
た
に
達
成
さ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
　
4

　
　
　
れ
た
状
態
が
全
然
無
意
味
な
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
σ
た
と
へ
ば
私
達
の
自
然
な
感
情
に
逆
ら
っ
て
乱
民
の
劉
る
塵
に
防
水
堰
と
登
電
所

　
　
　
と
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
今
日
で
は
有
意
味
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
有
意
味
な
の
は
私
達
が
そ
れ
に
よ
っ
て
電
力
と

　
　
新
し
い
沃
土
と
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
り
、
更
に
か
、
る
電
力
と
沃
土
の
獲
得
は
、
人
口
と
そ
の
欲
望
と
が
塘
加
し
て
來
る
た
め
に
そ
れ

　
　
ら
を
用
ひ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
理
由
で
、
又
磁
電
所
の
建
設
は
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
多
数
の
飢
ゑ
た
闘
袋
が
慰
さ
れ
不
満
が
抑
制
さ
れ

　
　
　
る
と
い
ふ
理
由
で
有
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
飢
ゑ
と
不
当
と
が
募
っ
て
來
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
つ
ま
り
人
間
が
一
般
に
窮
乏
し
て

　
　
來
る
と
い
ふ
状
況
が
〔
有
意
味
な
行
動
に
出
る
た
め
の
〕
前
提
と
な
る
。
だ
が
人
口
と
そ
の
欲
望
と
の
増
加
は
、
不
可
避
的
な
も
の
で
あ

　
　
　
る
に
せ
よ
そ
れ
自
身
と
し
て
は
企
然
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
入
間
の
行
動
は
そ
れ
故
、
現
實
の
申
に
改
善
す
る
こ
と
の
出
來
る
や
う
な
不
都
合
が
あ
る
場
合
に
の
み
有
意
味
で
あ
り
得
る
。
逆
に
有

　
　
意
昧
な
行
動
は
一
つ
の
未
完
成
の
状
態
を
前
提
し
て
み
る
。
　
（
こ
の
こ
と
は
善
が
悪
を
前
提
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
と
恐
ら
く
闘
じ
で

　
　
は
な
い
。
善
は
〔
客
観
的
償
値
そ
れ
自
身
と
し
て
は
〕
い
か
な
る
合
目
的
的
運
動
で
あ
る
必
要
も
な
い
が
、
歴
史
的
行
爲
の
意
味
な
る
も

　
　
の
は
必
ず
、
人
が
そ
れ
に
基
き
亦
そ
れ
を
目
指
し
て
思
惟
し
行
動
す
る
一
つ
の
目
標
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
）
　
完
成
し
た
状
態
に
於

　
　
て
は
最
早
い
か
な
る
行
動
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
そ
れ
故
、
若
し
歴
史
的
に
意
味
の
あ
る
行
動
は
限
ら
れ
た
一
時
的
な
不
都
合
を
た
え
ず
克
服
し
て
ゆ
く
顯
に
成
立
ち
、
か
㌧
る
不
都
合

　
　
が
な
い
場
合
、
從
っ
て
完
成
し
た
朕
態
に
撃
て
は
、
い
か
な
る
有
意
味
な
行
動
も
最
皐
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
立
場
を
更
へ
て
こ
の
や

　
　
う
な
完
成
し
た
、
そ
れ
故
に
無
限
な
歌
風
か
ら
見
て
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
努
力
は
、
そ
れ
が
そ
の
努
力
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
て
未
だ
究
極

　
　
的
な
目
標
に
、
完
成
し
た
状
態
に
到
達
し
て
み
な
い
限
り
、
意
味
が
な
い
（
。
。
冒
芝
。
ω
）
と
い
へ
る
。
人
類
が
陥
っ
て
み
る
現
在
の
窮
状
と
た

　
　
え
ず
格
岡
し
績
け
、
し
か
も
そ
の
奮
闘
に
も
拘
ら
ず
決
定
的
に
こ
れ
を
克
服
し
得
な
い
や
う
な
歌
態
は
、
無
限
者
か
ら
見
れ
ば
ど
の
み
ち

　
　
意
味
の
な
い
辛
酸
な
の
で
あ
る
。
成
功
へ
の
ひ
た
す
ら
な
希
望
が
あ
る
な
ら
ば
未
だ
な
ほ
努
力
の
正
し
さ
を
辮
明
す
る
こ
と
が
出
凝
る

　
　
が
、
失
敗
す
る
こ
と
に
間
違
ひ
な
い
と
い
ふ
野
禽
は
努
力
か
ら
い
か
な
る
意
味
を
も
奪
ひ
と
る
。
揚
重
の
種
々
な
不
都
合
を
克
嘉
し
て
ゆ
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レ
　
ペ
ン

く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
生
の
特
殊
的
個
別
的
な
工
芸
は
決
し
て
積
極
的
な
〔
完
結
し
た
〕
善
に
到
達
せ
ず
、
有
限
的
な
邪
悪
に
常
に

た
だ
相
覇
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
　
〔
完
結
的
〕
無
限
性
に
直
面
し
た
場
合
空
騒
の
申
へ
棄
て
去
ら
れ
ぎ
る
を
得
な
い
。

　
若
し
私
達
が
完
成
し
た
理
想
的
な
状
態
を
歴
史
的
に
あ
り
得
べ
き
現
蜜
と
し
て
考
へ
、
こ
れ
を
理
想
継
會
（
。
・
o
§
♂
q
8
営
①
）
と
名
づ
け

る
な
ら
ば
、
私
署
は
次
の
や
う
に
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
、
私
達
は
歴
史
的
に
行
動
す
る
場
合
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
の
こ
と
を
考
へ
て
は
な
ら
な

い
、
何
故
な
ら
ユ
：
ト
ピ
ヤ
に
著
て
ば
「
理
想
主
義
的
」
生
活
は
無
意
昧
と
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
と
。
も
し
あ
ら
ゆ
る
目
標
が
到
達
き

れ
あ
ら
ゆ
る
希
望
が
適
へ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
其
の
時
に
は
も
は
や
爲
す
べ
き
何
事
も
残
っ
て
み
な
い
で
あ
ら
う
。
然
る
に
ユ
ー
ト
ピ
ヤ

へ
の
信
仰
が
な
け
れ
ば
歯
骨
の
生
が
再
び
無
意
昧
な
も
の
と
な
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
と
は
そ
れ
故
に
生
を
有
意
昧
な
ら

し
め
る
或
る
無
意
味
き
（
ω
ぎ
巳
。
切
お
冨
騨
）
の
一
事
で
あ
る
。
か
く
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
の
思
想
は
歴
史
を
超
越
し
た
歴
史
の
意
味
を
歴
史
の
う

ち
に
内
在
さ
せ
て
考
へ
よ
う
と
す
る
爲
に
、
上
述
の
如
き
矛
盾
に
究
極
す
る
。
私
達
は
こ
の
推
移
を
次
の
や
う
に
定
式
化
す
る
事
も
出
來

よ
う
、
若
し
歴
史
が
私
達
に
賛
し
て
一
つ
の
聯
合
を
も
つ
な
ら
ば
、
即
ち
、
そ
れ
が
了
解
し
得
る
も
の
で
あ
り
正
當
な
も
の
と
し
て
是
認

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
私
家
は
歴
史
の
鰻
登
と
諸
費
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
、
然
し
そ
の
場
合
私
逮
の
現

賢
の
生
は
正
に
意
味
の
な
い
も
の
に
な
る
で
あ
ら
う
、
と
。

　
そ
れ
故
生
と
歴
史
と
は
あ
る
意
味
で
は
、
郎
ち
道
徳
的
な
意
味
で
は
是
認
き
れ
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
、
爾
者
は
共
に
未
完
成
で
あ

り
、
未
完
成
で
あ
る
故
に
絶
え
ず
自
己
を
越
え
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
。

三

　
地
上
の
も
の
で
あ
っ
て
し
か
も
完
成
し
て
み
る
た
ぼ
一
つ
の
も
の
は
藝
術
作
品
で
あ
る
。
高
熱
作
品
は
元
來
〔
封
他
者
的
な
〕
志
向
の

　
　
　
テ
ロ
サ
ハ
　
ブ
ラ
グ
マ

働
き
も
目
的
も
蟹
用
性
も
持
た
な
い
。
そ
れ
は
霞
己
自
身
の
申
に
自
己
の
意
味
の
全
農
を
捻
っ
て
居
り
、
若
し
そ
れ
が
完
成
し
て
み
る
場

ム
ロ
に
は
、
生
の
三
縄
翻
の
外
に
在
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
意
味
聯
奏
に
關
…
し
て
も
、
個
別
的
な
箏
蟹
と
富
江
そ
の
外
に
在
る
。
完
成
し
た
藝
箭



　
　
作
品
は
す
べ
て
そ
の
都
度
的
な
一
つ
の
単
極
で
あ
り
、
こ
の
義
解
を
越
え
て
更
に
遠
き
に
至
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
言
っ
て
み
る
や
う
に
、
藝
豊
郷
は
美
景
こ
そ
が
生
を
内
在
的
に
是
認
す
る
唯
㌃
一
つ
の
道
で
あ

　
　
る
。
生
は
こ
れ
を
藝
術
作
品
と
し
て
漁
る
の
で
な
け
れ
ば
、
完
結
し
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
人
格
の
獲
展
と
い
ふ
古
典
主
義
寄
人
交

　
　
主
義
的
な
教
養
の
理
念
は
結
周
の
所
、
藝
衝
作
意
の
理
念
と
同
じ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
部
ち
同
時
代
や
後
世
の
人
々
に
よ
っ
て
道
徳
的

　
　
に
是
認
し
て
貰
ふ
必
要
の
な
い
自
己
完
結
的
な
藝
術
作
品
と
い
ふ
意
味
で
の
み
、
生
の
充
蟹
（
卑
震
ご
茜
儀
⑦
ω
冨
ぴ
。
蕊
）
は
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
ゲ
ー
テ
は
常
に
、
こ
の
こ
と
を
私
達
に
首
肯
さ
せ
て
く
れ
る
大
き
な
實
例
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
歴
史
の
全
膿
も
亦
こ
れ
を
完
結
的
に
考
へ

　
　
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
藝
術
作
品
と
観
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
銀
髪
作
品
を
創
造
し
た
漫
罵
家
は
印
ち
人
類
で
あ
る
。
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
ス
わ

　
　
史
は
た
し
か
に
自
然
に
封
籍
し
た
場
合
、
正
し
く
藝
術
な
の
で
あ
る
。
ニ
イ
チ
ェ
が
、
歴
史
の
正
し
き
が
天
才
に
よ
っ
て
詮
示
せ
ら
れ
る

　
　
と
誰
き
、
道
徳
的
な
諸
儂
値
の
克
服
を
試
み
る
場
合
、
こ
の
や
う
な
歴
史
の
美
的
解
繹
を
目
指
し
て
み
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
ロ
　
ス

　
　
こ
の
美
的
言
意
　
に
於
て
は
超
越
的
な
目
的
は
否
定
せ
ら
れ
、
生
と
歴
史
と
は
國
一
不
攣
の
存
在
が
永
劫
に
溜
塗
し
て
み
る
そ
の
運
動
の
申

　
　
で
た
だ
自
己
自
身
の
周
幽
を
廻
縛
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ニ
イ
チ
ェ
が
こ
の
や
う
な
解
羅
を
下
す
場
合
に
手
本
と
し
た
ギ
リ
シ
ャ
的
世
界
は
、
生
と
歴
史
と
を
斯
く
の
如
き
美
的
な
立
場
で
是
認

　
　
し
ょ
う
と
す
る
、
過
・
去
に
唯
，
一
慶
だ
け
し
が
な
か
っ
た
試
み
の
行
は
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
的
な
生
の
形
式
及
び

　
　
　
　
　
ヴ
イ
ル
タ
リ
ヒ
カ
イ
ト

　
　
歴
史
の
實
　
際
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
か
㌧
る
美
的
是
認
の
態
度
と
し
て
又
世
界
の
哲
學
的
自
己
解
答
と
し
て
現
は
れ
て
來
て
る
る
。

　
　
い
か
な
る
ギ
リ
シ
ャ
人
も
生
及
び
歴
史
の
道
徳
的
超
越
的
意
味
を
問
ふ
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
至
る
迄
は
一
般
に
目

　
　
的
論
的
に
思
惟
す
る
こ
と
す
ら
も
滅
多
に
行
は
れ
な
か
っ
た
。
世
界
史
の
エ
ポ
ッ
ク
な
る
も
の
、
郎
ち
世
界
そ
れ
自
…
膿
を
自
足
的
、
模
籟

　
　
的
、
代
表
的
な
形
態
で
表
示
し
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
聞
題
に
關
聾
し
て
こ
れ
を
嚢
展
さ
せ
そ
の
解
決
に
ま
で
齎
ら
す
如
き
エ
ポ
ッ

　
　
ク
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
達
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ミ
ュ
ト
ス
に
よ
っ
て
始
ま
り
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
帝
國
の
瓦
解
に
絡
る
世

　
　
界
史
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
一
つ
の
完
結
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
師
ち
そ
こ
に
何
等
か
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
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12
4
　
　
そ
れ
を
超
え
て
行
く
や
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
を
考
へ
る
こ
と
が
出
揺
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
や
う
に
審
美
的

　
　
な
ギ
リ
シ
ャ
人
の
牧
歌
（
圏
身
囲
一
Φ
）
の
終
焉
を
準
備
し
て
、
ヨ
：
ロ
ッ
パ
人
の
思
惟
を
藝
徳
の
地
李
か
ら
歴
史
の
地
絡
へ
決
定
的
に
引
き
込

　
　
ん
だ
の
が
正
し
く
ユ
ダ
ヤ
精
紳
、
非
審
美
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
故
に
一
三
道
徳
的
で
あ
り
、
且
つ
未
來
へ
突
進
ん
で
ゆ
く
歴
史
意
識
を
も

　
　
つ
た
ユ
ダ
ヤ
精
神
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
歴
史
に
客
観
的
意
味
が
あ
る
と
い
ふ
儒
仰
は
、
紳
が
購
理
に
よ
っ
て
歴
史
を
支
配
し
地
上
に
於
け
る
紳
の
國
に
於
い
て
こ
れ
を
成
就
す

　
　
る
と
い
ふ
ユ
ダ
ヤ
的
信
仰
に
由
下
し
て
み
る
。
然
し
ユ
ダ
ヤ
入
の
希
望
は
か
な
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
久
し
く
待
望
し
そ
し
て

　
　
紳
の
國
を
齎
ら
す
筈
で
あ
っ
た
メ
シ
ア
は
、
期
待
さ
れ
て
る
た
や
う
な
王
冠
を
戴
い
た
王
と
し
て
ゴ
は
な
く
下
僕
の
姿
を
と
っ
て
現
は
れ

　
　
た
。
民
族
を
地
上
的
現
世
的
な
仕
方
で
共
電
す
る
こ
と
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
全
醗
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
や
個
人
的
超
越
的
な
救
濟

　
　
の
意
味
に
墾
つ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
國
輝
主
義
的
な
次
元
で
救
ひ
を
求
め
て
み
た
。
彼
等
の
間
で
は
そ
の
聯
の
國
の
成
就
す
る

　
　
腕
、
國
家
的
に
統
一
せ
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
以
遠
が
、
は
じ
め
て
、
長
い
辛
苦
に
み
ち
た
自
ら
の
歴
史
の
意
味
を
身
を
以
て
艶
る
の
で

　
　
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
る
た
。
然
し
キ
リ
ス
ト
が
数
へ
た
の
は
、
聯
の
國
は
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
く
其
塵
へ
至
る
道
は
轟
く
、
た
ゴ
僅
か

　
　
の
も
の
だ
け
が
選
び
取
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
民
族
の
成
員
の
す
べ
て
が
キ
リ
ス
ト
に
向
ふ
や
う
に
洩
れ
る
こ
と
な
く
定
め
ら

　
　
れ
て
る
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
は
自
ら
意
識
し
て
個
人
の
宗
敏
で
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
敷
は
ど
こ
迄
も
民
族
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
豫

　
　
言
者
達
は
棘
の
聲
と
し
て
そ
の
尊
位
に
語
り
か
け
た
が
、
キ
リ
ス
ト
は
民
衆
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
立
ち
向
ひ
、
そ
こ
に
何
等
民
族
的
な
匠

　
　
別
を
つ
け
な
か
っ
た
（
「
善
き
サ
マ
リ
や
人
」
の
物
語
り
を
思
へ
）
。
大
艦
、
畜
代
ユ
ダ
ヤ
人
が
人
格
の
不
死
を
信
仰
し
て
み
な
か
っ
た
と

　
　
い
ふ
事
實
か
ら
し
て
既
に
、
ユ
ダ
ヤ
数
は
民
族
の
宗
敢
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
敏
に
と
っ
て
は
民
族
と
い
ふ
愛
野
に
於
け

　
　
る
種
族
の
霞
然
的
不
死
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
商
ら
の
復
活
に
よ
っ
て
人
格
の
不
死
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
基
礎
を

　
　
與
へ
、
こ
の
人
格
の
不
死
と
い
ふ
こ
と
が
彼
岸
に
あ
る
騨
の
國
の
信
仰
の
基
礎
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ニ
フ
エ
ル
ザ
　
ル

　
　
　
キ
リ
ス
ト
数
が
普
遍
的
な
超
國
家
的
宗
敏
と
な
り
得
た
の
は
そ
れ
が
勝
人
主
義
的
な
宗
教
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
一
般
に
個
人
主



　
　
菰
と
普
遍
主
義
（
影
α
旧
く
一
ら
仁
鋤
響
の
留
ρ
口
。
陰
　
二
郎
伍
　
q
旨
一
く
困
Φ
ロ
励
鋤
嵩
ω
ご
P
コ
の
）
と
ば
柑
互
に
前
王
し
あ
ふ
も
の
で
み
る
α
入
ト
ア
派
の
普
遍
主
義
も
亦
上
に
進

　
　
べ
た
個
人
主
義
と
一
致
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
に
と
っ
て
歴
史
の
基
礎
が
、
次
の
や
う
な
経
験
に
あ
っ
た
こ
と
、
邸
ち
ギ
リ
シ
ャ

　
　
の
ポ
リ
ス
と
い
ふ
形
式
に
於
て
に
せ
よ
非
ギ
リ
シ
ャ
的
な
國
家
形
態
に
於
て
に
せ
よ
、
諸
等
民
の
歴
史
的
行
動
の
中
に
は
道
徳
的
に
意
昧

　
　
の
あ
る
出
來
事
を
見
出
し
得
な
い
と
い
ふ
経
験
に
あ
っ
た
こ
と
は
恐
ら
く
問
違
ひ
な
い
で
あ
ら
う
。
諸
國
民
は
確
か
に
歴
史
に
於
け
る
活

　
　
動
の
主
盤
で
は
あ
ら
う
が
、
道
徳
的
に
掘
握
し
得
る
主
謄
で
は
決
し
て
な
い
。
か
く
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
的
廿
里
の
中
か
ら
、
道
徳

　
　
の
意
味
が
問
題
化
す
る
に
つ
れ
て
普
煽
主
義
的
な
個
人
主
義
が
生
じ
て
來
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
然
も
夙
に
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
、
撃
ち
彼
自
身
の
言
葉
に
從
へ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
運
命
が
聯
繋
に
向
ふ
精
管
的
な
動
機
と
な
っ
た
そ
の

　
　
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
、
岡
じ
方
向
に
向
っ
て
あ
る
重
要
な
事
柄
が
成
し
途
げ
ら
れ
て
る
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
は
プ
ラ
ト
ン
を
し
て
世
界
か

　
　
ら
i
一
こ
の
世
界
に
於
て
は
か
く
も
正
し
き
人
が
不
當
な
死
罪
に
引
渡
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
一
管
叛
さ
せ
、
正
義
の
人

　
　
が
不
當
に
も
滅
亡
さ
せ
ら
れ
る
や
う
な
事
の
決
し
て
な
い
善
と
美
と
の
別
世
界
を
求
め
き
せ
た
。
然
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
は
プ
ラ
ト
ン
に

　
　
と
っ
て
軍
に
彼
を
こ
の
世
界
か
ら
イ
デ
ヤ
の
世
界
へ
轄
向
き
せ
る
精
聯
的
誘
困
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
現
賢
生
活
の
究
極
の
意
昧
で

　
　
あ
る
傳
統
的
な
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
か
ら
も
離
反
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
云
ふ
「
國
家
」
は
決
し
て
地
上
の
國
家
で
は
な
く
た
ゴ
イ
デ

　
　
や
と
し
て
の
み
蟹
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
今
日
ま
で
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
の
典
型
と
な
っ
て
み
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
暫
學
は
確

　
　
か
に
後
世
の
意
味
で
の
個
人
主
義
を
含
ん
で
は
み
な
い
が
し
か
し
、
内
在
的
客
観
主
義
か
ら
超
越
的
客
観
主
義
へ
の
縛
向
を
意
味
し
て
ゐ

　
　
る
。

　
　
　
今
日
も
、
こ
れ
と
類
似
し
た
状
況
が
、
歴
史
の
輿
望
的
意
味
へ
の
儒
仰
と
い
ふ
問
題
に
醸
し
て
示
さ
れ
得
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
歴
史

　
　
の
客
観
的
意
味
即
ち
歴
史
の
獲
展
目
標
へ
の
信
仰
は
、
こ
れ
ま
で
常
に
室
家
的
な
基
礎
か
或
ひ
は
文
化
的
な
基
礎
の
上
に
樹
て
ら
れ
て
來

　
　
だ
。
歴
史
の
主
髄
と
し
て
観
察
さ
れ
て
來
た
の
は
常
に
諸
，
の
國
民
、
交
化
又
は
旗
開
で
あ
っ
た
。
あ
る
國
民
の
偉
大
さ
、
あ
る
二
化
の

　
　
高
さ
、
あ
る
文
明
の
完
全
さ
等
々
が
歴
更
を
評
償
す
る
爲
の
正
し
い
尺
度
で
あ
っ
た
。
一
然
し
私
室
は
今
日
も
な
ほ
こ
の
や
う
な
尺
度

鶴　
　
　
　
　
　
歴
皮
と
蟹
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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4
　
　
の
ど
れ
か
一
つ
を
無
量
件
に
儒
ず
る
事
が
出
講
よ
う
か
。
私
達
は
圃
家
主
義
の
没
落
を
悦
び
は
す
る
が
、
そ
れ
と
岡
時
に
西
盛
に
於
て
こ

　
　
れ
ま
で
常
に
他
な
ら
ぬ
國
民
國
家
に
よ
っ
て
支
へ
ら
れ
て
來
た
諸
々
の
文
化
や
文
明
が
辿
る
運
命
を
も
憂
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
達
は
、

　
　
丁
度
キ
リ
ス
ト
敏
徒
が
最
禦
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
永
督
す
る
必
然
性
を
慢
じ
て
み
な
か
っ
た
や
う
に
、
文
化
の
恒
常
性
を
、
も
う
信
ず
る
こ
と

　
　
が
出
來
な
い
。
の
み
な
ら
ず
私
達
は
既
に
、
人
類
全
膿
は
自
ら
の
犯
し
た
罪
に
相
當
す
る
最
後
を
持
つ
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
考
に
し
だ
い

　
　
に
慣
れ
よ
う
と
し
て
み
る
。

　
　
　
そ
れ
故
歴
堕
の
意
露
な
る
も
の
の
客
観
的
要
急
性
を
疑
ふ
と
は
、
私
達
が
こ
の
や
う
な
歴
史
の
意
味
内
容
の
歴
史
性
・
相
盛
性
を
認
識

　
　
し
始
め
た
と
い
ふ
こ
と
よ
り
他
の
意
味
で
は
な
い
。
人
間
が
元
來
持
っ
て
る
る
非
限
定
性
（
q
昌
げ
①
ω
鼠
ヨ
導
ゆ
ゲ
O
一
け
）
に
つ
い
て
の
私
達
の
認
識

　
　
が
埆
大
す
る
に
つ
れ
て
、
私
逮
は
人
閥
の
歴
史
を
形
成
し
て
み
る
種
々
な
内
容
の
歴
史
的
偶
然
性
を
も
盆
蓋
認
識
す
る
に
至
る
。
人
聞
を

　
　
自
由
な
能
力
の
所
有
者
と
し
て
考
察
を
進
め
れ
ば
進
め
る
程
、
私
達
は
自
由
の
能
力
の
滞
足
が
そ
れ
と
同
時
に
如
何
に
恣
意
に
近
づ
く
も

　
　
　
の
で
あ
る
か
を
洞
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
此
等
の
歴
史
的
内
容
1
こ
の
歴
史
的
内
容
の
申
に
生
命
的
、
文
化
的
、
政
治
的
及
び
宗
教
的
な
内
容
を
匠
別
出
照
る
と
思
ふ
の
で
あ

　
　
　
る
が
一
を
観
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
盆
聖
、
私
達
は
、
凡
て
現
費
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
と
い
ふ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
確
信
に
同
意
す
る

　
　
　
こ
と
が
出
來
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
た
と
へ
ば
ゲ
ー
テ
も
亦
さ
う
で
あ
っ
た
が
、
信
仰
あ
る
人
は
世
界
史
の
内
容
を
償
仰
の
不
信
仰
に
樹
す
る
職
ひ
だ
と
思
っ
て
み
る
。
然

　
　
　
し
如
何
な
る
理
性
も
そ
の
や
う
な
内
容
の
歴
史
を
主
張
し
だ
り
論
議
し
た
り
す
る
事
は
出
來
な
い
。
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の

　
　
　
歴
史
は
信
仰
と
不
信
仰
と
の
職
ひ
で
あ
る
の
と
同
様
に
信
仰
を
持
つ
も
の
同
志
が
敵
馨
し
合
ふ
歴
史
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
の
職
畢
で
は
同

　
　
　
じ
敢
禽
の
信
徒
達
が
第
一
線
で
敵
味
方
に
別
れ
て
、
恐
ら
く
は
同
じ
図
葉
で
同
じ
紳
に
所
つ
た
の
で
あ
る
。
若
し
歴
史
の
彼
岸
に
自
己
の

　
　
　
立
場
を
定
め
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
尊
墨
と
不
信
仰
の
戦
場
を
現
蟹
の
歴
史
の
内
に
認
識
す
る
事
は
決
し
て
出
來
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
私
達
が
文
化
上
の
浦
廻
値
を
比
較
し
て
こ
れ
を
評
腰
す
る
場
合
、
就
中
歴
史
の
推
移
に
於
け
る
褒
展
的
展
開
を
閥
題
と
す
る
場
合
、
き



　
　
わ
め
て
用
心
深
く
な
っ
た
の
は
、
私
達
の
歴
史
の
知
識
が
一
語
精
確
に
一
溜
包
括
的
に
な
っ
た
た
め
に
生
じ
た
不
可
避
的
な
結
果
で
あ
る
。

　
　
支
那
や
印
度
や
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
、
古
い
高
度
の
文
化
の
中
に
蓑
明
さ
れ
て
み
る
諸
腰
値
を
そ
れ
ら
自
身
の
中
で
比
較
し
て
序
列
を
つ

　
　
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
し
、
又
、
そ
れ
営
繕
経
過
し
た
四
千
年
が
か
の
古
き
嘗
胆
値
を
羅
封
に
凌
駕
し
て
み
る
や
う
な
何
等
か
の
三
値
を

　
　
生
み
出
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
い
。

　
　
　
　
〔
種
々
な
歴
史
内
容
の
う
ち
で
も
〕
恐
ら
く
、
本
來
政
治
的
な
事
柄
が
最
も
明
瞭
に
そ
の
橿
繋
的
に
し
て
偶
然
的
な
性
格
を
開
示
す
る

　
　
で
あ
ら
う
。
私
達
は
、
ひ
と
た
び
は
一
時
代
を
完
成
し
た
政
治
組
織
が
、
僅
か
数
葬
後
に
は
も
う
〔
過
去
の
も
の
と
し
て
〕
評
便
さ
れ
得

　
　
る
こ
と
を
學
ん
で
み
る
。
最
初
の
ド
イ
ツ
理
髪
は
九
一
一
年
か
ら
一
八
〇
六
年
に
至
る
ま
で
約
九
百
年
間
響
い
た
が
、
第
二
帯
國
は
僅
々

　
　
（
一
八
七
一
年
よ
り
一
九
一
八
年
に
至
る
）
五
十
年
間
存
在
し
た
に
禦
ぎ
ず
、
第
三
帝
國
に
至
っ
て
は
十
二
年
後
に
瓦
解
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ハ
ひ

　
　
そ
し
て
若
し
國
家
や
堕
民
や
政
府
の
形
態
等
を
、
翼
に
政
治
の
内
容
を
な
す
も
の
と
は
見
倣
き
な
い
で
、
端
的
な
力
そ
の
も
の
を
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ハ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ハ
ト

　
　
と
し
て
考
へ
る
こ
と
に
す
る
、
と
い
ふ
な
ら
ば
、
力
に
つ
い
て
い
っ
た
い
理
性
的
な
こ
と
を
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
力
は
力
自
身
の
法

　
　
則
以
外
に
ど
の
や
う
な
法
則
に
從
ふ
で
あ
ら
う
か
？
　
そ
れ
は
正
に
も
不
正
に
も
齊
し
く
味
方
を
す
る
の
で
あ
っ
て
歴
史
に
於
け
る
理
性

　
　
を
問
ひ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
エ
ジ
プ
ト
に
撃
て
自
由
を
抑
歴
す
る
と
と
も
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
於
て
自
由
を
抑
号
す
る
力
に
味
方
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ハ
ひ

　
　
で
あ
る
、
然
る
に
自
由
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
法
則
の
上
か
ら
い
っ
て
こ
の
や
う
な
力
に
反
抗
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
が
纒

　
　
　
　
　
　
マ
ン
あ

　
　
ふ
虚
儒
の
外
套
の
中
に
も
、
髄
會
主
義
者
が
被
る
羊
の
毛
皮
の
下
に
も
残
忍
な
力
が
漕
ん
で
み
る
。
力
に
理
性
が
発
け
て
み
る
の
は
、
理

　
　
性
が
〔
か
㌧
る
意
昧
で
の
〕
力
を
持
た
な
い
と
い
ふ
全
く
た
寓
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
な
の
で
あ
る
。
理
性
は
そ
れ
が
随
順
す
る
根
嫁
を

　
　
持
つ
が
、
力
は
た
だ
そ
れ
が
満
足
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
権
力
へ
の
意
志
と
、
自
曲
と
い
ふ
敵
の
み
を
持
つ
。
自
由
を
愛
妊
す
る
人
々
が
、

　
　
ソ
ヴ
ィ
エ
ー
ト
が
英
麟
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
曝
し
て
エ
ジ
プ
ト
入
の
罐
利
を
防
慨
す
る
こ
と
を
願
ひ
、
然
も
そ
れ
と
同
時
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
國

　
　
民
の
ソ
ヴ
ィ
エ
…
ト
・
ロ
シ
ヤ
に
封
ず
る
自
由
の
岡
ひ
を
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
が
支
援
す
る
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ハ
あ

　
　
は
、
現
在
の
状
勢
の
悲
劇
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
黛
派
の
肩
を
持
つ
か
（
℃
鍵
§
餌
。
び
影
響
）
の
問
題
で
は
な
く
、
自
由
と
力
と
へ
の
鞘
口
に

獅　
　
　
　
　
　
歴
史
と
蟹
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
コ
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二

於
け
る
理
性
の
問
題
で
あ
る
。
曇
る
難
派
に
與
み
す
る
こ
と
は
歴
史
的
偶
然
性
と
周
一
の
地
盤
に
在
る
こ
と
で
あ
る
が
、
客
観
的
理
性
は

蕪
派
を
超
え
て
み
る
。
歴
史
の
具
艦
的
な
歌
況
に
於
て
は
純
粋
な
理
性
、
純
粋
な
力
、
純
粋
な
自
製
の
如
き
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
絡
み
合
っ
て
ゐ
る
っ
そ
し
て
そ
の
都
響
毎
の
個
々
の
政
治
情
勢
に
於
て
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
三
者
が
出
馬
の

ボ
ー
ト
の
申
で
う
ま
く
調
和
し
て
ゆ
く
か
が
受
配
に
な
る
。
理
性
に
よ
っ
て
力
を
制
限
し
、
又
、
力
の
助
勢
を
仰
ぎ
な
か
ら
も
、
そ
の
都

度
自
由
を
危
く
す
る
こ
と
な
く
理
性
に
勝
利
を
得
さ
せ
る
こ
と
は
常
に
、
蜜
務
に
携
っ
て
み
る
政
治
家
の
課
題
で
あ
る
。
現
蜜
的
な
政
治

家
は
力
の
必
要
性
を
、
理
想
家
的
な
政
治
家
は
理
性
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
i
i
然
し
〔
歴
史
の
〕
客
観
的
な
意
味
を
こ
の
や
う
な
三

つ
の
モ
メ
ン
ト
の
交
互
的
な
消
長
（
ω
。
窯
Φ
ぴ
霧
℃
匡
）
か
ら
警
み
取
る
こ
と
も
亦
途
に
出
歪
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
－

四

　
さ
て
、
歴
史
の
、
内
在
的
客
観
的
な
意
味
へ
の
信
仰
が
溝
滅
し
た
に
し
て
も
、
歴
史
を
主
艦
的
に
理
解
す
る
道
だ
け
は
覆
は
れ
な
い
で

残
っ
て
み
る
。
歴
々
の
意
味
を
客
観
的
な
歴
史
の
申
に
求
め
る
こ
と
は
最
早
出
來
な
い
、
と
い
ふ
の
は
私
蓬
は
か
や
う
な
歴
史
の
客
観
的

意
昧
を
想
定
す
る
た
め
の
理
性
的
根
擦
を
持
合
さ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
世
界
史
は
な
ほ
世
界
審
鋼
で
あ
っ
た
が
、
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
裁
鋼
営
の
み
な
い
世
界
審
到
（
≦
⑦
養
巴
。
深
。
ぎ
①
○
巽
Φ
。
げ
轟
冨
搾
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
黙
に
時
代
の
全
面

的
な
記
数
が
示
さ
れ
て
み
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
歴
史
の
意
味
を
諸
㌃
の
超
越
的
な
宗
数
の
中
に
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
閥
題
を
再
び
、
そ
れ

が
そ
こ
か
ら
出
て
來
た
出
手
心
に
、
郡
ち
劒
二
神
の
超
越
性
へ
の
信
仰
に
逆
渓
り
さ
せ
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
歴
史
の
申
に
自
己
の
運

命
を
認
識
し
て
こ
れ
を
克
讃
す
る
人
間
の
主
意
的
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
し
か
知
ら
な
い
。
現
代
の
人
爵
に
は
、
封
立
を
物
解
さ
せ
て
ゆ
く
正

義
を
歴
史
の
申
に
〔
客
観
的
内
在
的
に
〕
認
識
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
し
、
歴
史
の
彼
岸
に
あ
る
〔
超
越
的
な
〕
正
義
を
儒
ず
る
こ
と
も
出

來
な
い
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
歴
史
に
お
け
る
正
義
へ
の
嬢
仰
と
信
頼
と
は
、
世
界
を
融
の
創
造
物
と
見
、
人
間
を
創
造
者
の
似
姿
と
し

て
兇
る
場
合
に
の
み
、
叉
そ
の
運
命
と
歴
史
と
を
神
の
意
志
に
よ
っ
て
規
定
き
れ
た
も
の
と
し
て
騰
る
場
合
に
の
み
、
可
能
な
の
で
あ
る
ゆ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ジ
ン
ツ
な
ン
ヂ
ン
ツ

　
　
　
紳
若
し
く
は
イ
デ
ー
の
首
書
と
い
ふ
超
越
者
へ
の
信
仰
が
無
け
れ
ば
、
主
面
的
個
人
主
義
（
畠
2
。
。
ρ
幕
彗
器
ぎ
臼
く
M
留
鋤
翻
ヨ
琶
は
避

　
　
け
難
い
。
一
切
を
決
定
す
る
究
極
的
な
問
題
は
、
い
か
や
う
に
此
の
、
客
観
曲
秩
序
か
ら
主
晶
質
秩
序
へ
の
移
行
が
行
は
れ
た
か
と
い
ふ

　
　
　
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
推
移
が
事
蜜
制
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
最
も
造
面
的
に
立
介
し
て
み
る
の
は
、
こ
の
推
移
を
押
し
と

　
　
ど
め
よ
う
と
し
た
諸
．
の
試
み
が
途
に
は
羅
望
に
陥
っ
た
と
い
ふ
事
實
で
あ
る
。

　
　
　
　
そ
れ
で
は
歴
史
の
意
味
は
雲
夜
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
だ
ら
う
か
。
そ
れ
は
私
達
が
歴
史
に
参
興
し
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

　
　
　
る
。
だ
が
そ
の
意
味
は
、
歴
史
の
内
容
が
人
間
の
内
容
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
　
　
若
し
人
間
を
根
本
的
に
経
験
の
上
に
ー
ー
そ
し
て
人
聞
が
所
有
す
る
一
切
の
内
容
は
経
験
に
負
ふ
所
な
の
で
あ
る
一
基
礎
づ
け
ら
れ

　
　
た
も
の
と
し
て
観
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
時
間
性
（
N
①
籍
。
葬
Φ
…
帥
）
を
纒
験
の
根
本
形
式
と
し
て
從
っ
て
人
間
の
根
本
の
構
造
と
し
て
考
へ
る

　
　
な
ら
ば
、
こ
の
や
う
な
人
間
は
一
般
に
〔
過
去
か
ら
〕
生
成
せ
る
歴
史
で
あ
り
且
つ
〔
未
來
を
拓
く
と
い
ふ
意
味
で
〕
可
能
的
な
歴
史
な

　
　
　
の
で
あ
る
、
邸
ち
そ
の
意
味
は
歴
史
を
現
蟹
化
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ
の
や
う
な
概
念
に
よ
っ
て
、
軍
に
一
つ
の
可
能
性
以
上
の
も
の
を
曙
示
し
得
た
と
私
は
思
ふ
。
邸
ち
そ
れ
だ
け
で
も
現
代
人
の
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
こ
ヨ
ホ

　
　
る
賢
際
上
の
態
度
と
観
念
と
が
可
成
り
精
確
に
記
述
出
置
た
と
思
ふ
。
私
達
は
歴
史
を
一
つ
の
足
場
と
し
て
、
然
も
そ
の
上
で
膿
ん
で
自

　
　
ら
演
技
を
ル
た
り
仔
細
に
見
物
し
た
り
す
る
こ
と
を
願
ふ
や
う
な
〔
自
分
達
の
〕
足
場
と
し
て
感
じ
と
る
。
其
慮
で
一
浴
何
が
蜜
際
に

　
　
〔
客
観
的
に
〕
行
は
れ
て
る
る
の
か
を
誰
も
知
ら
な
い
。
然
も
歴
史
が
現
に
形
作
ら
れ
て
み
る
と
こ
ろ
の
す
ぐ
側
に
在
る
と
い
ふ
こ
と
が
、

　
　
現
蜜
に
封
ず
る
私
達
の
熱
望
〔
の
内
容
〕
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
そ
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
載
役
」
の
中
で
次
の
や
う
な
思
想
を
記
し
て
み
る
、

　
　
即
ち
「
此
薩
（
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
）
か
ら
世
界
史
の
新
し
い
エ
ポ
ッ
ク
が
始
ま
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
諸
君
は
、
諸
霜
が
も
う
既
に

　
　
そ
の
エ
ポ
ッ
ク
の
場
に
居
合
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
」
と
。
か
や
う
な
雷
葉
に
よ
っ
て
彼
は
、
歴
美
的
な
経
験
を

　
　
持
た
な
い
で
現
賢
を
考
へ
る
場
合
に
は
何
か
物
足
り
な
い
氣
が
す
る
と
い
ふ
現
代
的
な
感
情
を
、
つ
ま
り
そ
の
場
に
居
職
は
せ
な
く
て
は

　
　
な
ら
な
い
と
い
ふ
感
情
を
語
っ
て
み
る
の
で
あ
る
、
何
故
な
ら
私
達
は
歴
史
的
経
験
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
〔
持
た
な
い
場
合
よ
り
も
〕

姫　
　
　
　
　
　
歴
史
と
蟹
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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一
層
豊
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
私
達
は
未
來
の
恐
ろ
し
い
出
鉱
事
に
お
び
え
、
現
在
の
苦
簡
の
下
に
陣
吟
ず
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自

己
の
経
験
を
何
か
と
の
引
換
へ
に
譲
り
渡
さ
う
と
は
断
じ
て
思
は
な
い
。
経
験
は
そ
れ
が
眼
前
に
鎌
錠
つ
た
経
験
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ

を
敷
迎
し
な
い
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
、
然
し
既
に
な
き
れ
た
も
の
と
し
て
は
そ
れ
は
他
に
よ
っ
て
補
ひ
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
黙
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
リ
マ
　
レ

め
て
過
去
の
〔
未
來
及
び
現
在
に
封
ず
る
〕
優
位
と
い
ふ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
朽
ち
過
去
は
私
立
の
経
験
と
成
っ
た
経
験
で
あ
る
と
同
暗

に
私
達
の
存
在
と
成
っ
た
存
在
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
故
歴
史
に
参
逸
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
心
理
的
な
野
奇
心
と
か
虚
直
心
と
か
だ
け
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
現
代
人
の
意
識
は

こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ゆ
に
最
も
良
く
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
そ
れ
は
心
理
的
に
で
は
な
く
存
在
論
的
に
理
解
さ
る
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ぷ
ル
デ
ン

き
も
の
で
あ
る
。
私
達
は
外
か
ら
歴
史
の
巾
へ
入
り
込
む
の
で
は
な
く
歴
史
の
中
で
既
に
流
轄
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
歴
史
か
ら
遠
ざ
か

っ
た
場
合
に
は
私
達
は
最
早
自
分
霞
身
で
み
る
の
で
は
な
く
、
非
歴
史
的
〔
非
蟹
存
的
〕
な
意
識
を
持
つ
の
で
あ
る
。
私
達
は
人
問
プ
ラ

ス
歴
史
な
の
で
は
な
く
一
掴
の
歴
史
的
人
間
（
。
ぎ
σ
q
Φ
ω
。
賦
。
露
ぽ
霞
目
窪
窪
。
・
畠
）
で
あ
る
。

　
古
代
の
歴
史
経
験
に
と
っ
て
は
主
腱
は
歴
史
に
於
て
消
失
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
経
験
は
英
雄
と
い
ふ
個
別
的
形
態
に
於
て
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
め

め
て
浦
失
〔
す
る
尊
命
〕
か
ら
身
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。
英
雄
と
は
超
鰯
人
的
な
運
命
に
反
抗
す
る
蓉
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
の
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ス
モ
ス
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ツ
ミ
ア

は
逆
に
歴
史
が
主
膿
の
中
に
濾
失
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
み
る
。
古
代
で
は
歴
史
は
人
聞
及
び
宇
宙
の
客
観
的
本
性
か
ら
見
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ス
モ
ス

私
達
は
〔
逆
に
〕
人
聞
を
歴
史
か
ら
理
解
し
宇
宙
を
歴
史
へ
蒋
食
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
デ

　
そ
れ
故
主
量
的
に
言
へ
ば
、
歴
史
は
、
扇
標
と
し
て
の
或
る
絡
末
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
程
、
或
ひ
は
或
る
客
観
的
な
国
的
に
到
達
す
れ

ば
到
達
す
る
程
盆
・
意
味
深
く
な
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
人
閥
に
與
へ
る
所
が
多
け
れ
ば
多
い
程
意
味
深
く
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史

の
意
味
と
は
人
間
の
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
が
果
し
て
入
閲
存
在
を
超
え
て
な
ほ
も
一
つ
の
客
観
的
な
、
つ
ま
り
主
髄
を
超
越
し
た

意
味
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
自
身
す
で
に
超
越
的
な
想
定
を
抱
か
ず
に
は
論
議
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
問
題
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時

代
が
聯
に
等
し
い
距
離
に
あ
る
、
と
い
ふ
ラ
ン
ケ
の
言
葉
と
類
比
的
に
、
人
間
は
、
客
観
的
に
観
ら
れ
た
歴
史
の
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い
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て
も
意
昧
と
無
意
味
と
へ
等
し
い
距
離
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
主
磯
的
に
い
へ
ば
、
意
味
深
い
時
代
や
藤
蔓
、
或
ひ
は
無
意
味

な
時
代
や
事
件
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
〔
客
艦
的
に
〕
有
る
の
で
は
な
ぐ
て
、
た
ゴ
、
あ
る
蒔
代
に
〔
歴
史
の
〕
意
味
若
く
は
無
意
味
を
経

験
す
る
人
間
が
有
る
だ
け
で
あ
る
。

　
人
間
の
賢
存
が
持
つ
時
閥
的
偶
然
性
を
歴
更
の
客
観
的
意
味
と
統
一
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
歴
史
の
意
味
が
客
観
的
に
歴
史
に
お
け

る
或
る
一
つ
の
箇
所
又
は
多
数
の
箇
所
に
在
る
と
す
れ
ば
、
從
っ
て
意
味
の
あ
る
時
代
と
意
味
の
無
い
時
代
と
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
か

か
る
制
定
は
郎
ち
、
人
聞
に
そ
の
誕
生
の
日
と
同
時
に
意
味
あ
る
生
活
を
又
は
無
意
味
な
生
活
を
迭
る
や
う
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
到
決
を
下

す
も
の
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
成
程
私
の
誕
生
は
生
物
學
的
に
決
定
さ
れ
て
は
み
る
、
然
し
私
の
自
己
了
解
に
と
っ
て
墨
黒
生
れ
た
か
と
い

ふ
そ
の
「
い
つ
（
山
霧
ぐ
環
§
瓢
）
」
は
一
つ
の
偶
然
で
あ
る
。
私
が
原
子
力
時
代
に
生
き
フ
ァ
ラ
オ
ー
の
時
代
の
人
聞
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と

は
、
私
は
と
っ
て
何
と
も
理
解
し
難
い
事
蜜
で
あ
る
。
私
の
中
に
こ
の
事
實
を
納
得
き
せ
て
く
れ
る
や
う
な
理
性
的
重
々
は
存
し
な
い
。

他
方
、
私
が
現
に
生
き
て
み
る
と
い
ふ
事
費
は
常
に
、
私
が
あ
る
特
定
の
時
代
に
（
N
β
　
O
同
φ
O
尻
　
げ
Φ
◎
り
臨
露
円
P
け
O
】
口
h
N
Φ
一
臼
）
生
き
て
み
る
と
い
ふ
こ

と
を
包
含
し
て
み
る
。
普
遍
的
賢
存
（
鋤
轟
。
導
①
ぎ
。
目
風
里
⑦
農
）
と
い
ふ
も
の
は
存
し
な
い
、
普
遍
的
時
代
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
た
ゾ
あ

る
特
定
の
時
代
が
あ
る
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
私
自
身
を
了
解
し
よ
う
と
試
み
る
場
合
に
は
常
に
、
私
が
殴
る
特
定
の
時

代
に
生
き
て
み
る
と
い
ふ
事
費
が
、
既
に
前
以
て
與
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
何
か
を
具
農
的
に
理
解
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
元

來
常
に
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
邸
ち
本
釜
形
式
的
な
「
自
己
を
自
己
自
身
に
驕
引
き
せ
る
（
ω
M
O
げ
　
N
儀
　
ω
M
O
疑
　
切
O
回
扁
）
ω
紳
　
く
O
村
ぴ
恥
一
叶
Φ
鄭
〉
」
理
解
態
度

に
比
し
て
、
よ
り
一
暦
具
艦
的
な
理
解
は
歴
史
の
諸
内
容
に
於
て
試
走
内
容
に
よ
っ
て
現
費
化
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
は

常
に
私
を
私
の
時
代
に
費
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
で
あ
ら
う
。
何
故
私
が
フ
ァ
ラ
オ
ー
の
蒋
代
に
で
は
な
く
今
懸
生
き
て
み
る
の
か

と
い
ふ
理
性
的
読
響
は
無
い
け
れ
ど
も
、
私
は
今
日
生
き
て
み
る
と
い
ふ
こ
の
夕
露
を
た
ゴ
偶
然
と
も
無
意
昧
と
も
感
じ
な
い
で
、
私
を
私

の
時
代
と
内
容
的
に
岡
一
の
も
の
と
見
倣
す
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
正
に
私
が
内
容
的
に
は
、
つ
ま
り
具
隈
的
に
は
私
の
時
代
と
同

一
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
私
は
現
代
の
申
に
生
き
て
み
る
普
遍
的
人
闘
で
は
な
く
一
個
の
現
代
人
で
あ
る
。
私
が
時
闘
の
中
へ
、

　
　
　
歴
史
と
實
存
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ン

4
　
　
歴
史
的
に
投
げ
出
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
が
ら
を
、
岩
井
的
な
人
間
存
在
〔
の
面
〕
か
ら
、
師
ち
形
式
的
な
「
吾
有
り
」
か
ら
理
解
し
て

　
　
行
く
と
き
、
そ
れ
は
全
然
無
意
昧
で
偶
然
的
な
姿
で
し
か
現
は
れ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
な
人
間
存
在
は
、
歴
史

　
　
の
客
観
的
な
意
昧
が
其
塵
か
ら
主
張
さ
れ
て
來
る
や
う
な
立
場
で
も
あ
る
。
歴
史
の
客
観
的
意
昧
は
正
し
く
個
々
の
具
艘
的
人
間
を
跳
び

　
　
越
し
て
歴
史
の
絡
末
に
必
然
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
個
々
の
人
闘
の
費
存
を
偶
然
的
且
つ
相
封
的
な
ら
し
め
る
。
歴
史
の

　
　
客
観
的
意
味
は
た
ゴ
「
墨
描
的
な
人
聞
存
在
」
に
と
っ
て
の
み
意
義
を
有
し
、
具
燈
的
な
個
々
の
尋
問
を
歴
史
の
手
段
と
な
す
。
一
然
し

　
　
こ
の
や
う
な
立
場
こ
そ
却
っ
て
非
現
質
的
（
陣
疑
＄
一
）
な
の
で
あ
る
。
私
は
決
し
て
具
素
的
歴
史
的
状
況
か
ら
解
き
放
た
れ
た
普
遍
的
な
人
聞

　
　
な
の
で
は
な
い
。
歴
史
性
を
意
識
的
に
拒
否
す
る
立
場
と
難
も
な
ほ
そ
れ
自
身
一
つ
の
歴
史
的
立
場
で
あ
る
。
私
が
私
を
具
艦
的
現
實
的

　
　
に
理
解
す
る
場
合
に
は
、
私
は
本
來
歴
史
的
な
諸
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
れ
出
軍
に
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
し
に
、
私
を
把
へ
る
の

　
　
で
あ
る
。
私
は
私
を
、
私
の
時
間
の
申
に
、
師
ち
私
の
賢
存
の
中
に
、
理
由
な
く
投
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て
私
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

　
　
　
の
事
蟹
を
阻
止
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
と
同
様
否
定
す
る
こ
と
も
美
濃
な
い
。
こ
の
〔
蟹
存
に
於
け
る
〕
無
根
襟
は
た
寓
外
か
ら
見
た

　
　
場
合
に
の
み
偶
然
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
根
襟
は
た
垂
耳
の
内
面
的
な
称
念
了
解
に
と
っ
て
の
み
、
自
由
と
責
任
と
の
上
に
基
礎
づ
け

　
　
ら
れ
た
一
厨
深
い
意
味
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
客
観
的
な
意
味
な
る
も
の
は
常
に
主
膿
的
自
由
の
制
限
乃
至
は
軍
需
を
意
昧

　
　
す
る
。
若
し
歴
史
の
客
観
性
が
決
定
さ
れ
た
客
観
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
歴
史
を
運
命
と
法
則
と
が
支
配
し
て
み
る
と
す
れ
ば
、
歴

　
　
史
の
素
雪
尊
意
味
な
る
も
の
は
自
由
自
脈
の
根
心
を
し
か
意
味
し
な
い
。
そ
し
て
若
し
そ
れ
が
、
　
〔
す
で
に
決
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で

　
　
は
な
く
〕
一
歩
一
歩
段
階
的
に
蜜
現
す
る
こ
と
が
人
闘
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
や
う
な
遠
く
に
あ
る
臼
標
で
あ
る
場
合
に
も
、
主
膿
的
自

　
　
由
は
制
限
き
れ
て
み
る
。
自
由
は
、
若
し
自
由
を
蜜
現
す
る
人
間
が
目
的
で
な
く
て
最
早
手
段
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
眞
の
自
由
で
は

　
　
な
い
。
自
由
と
は
自
己
限
定
の
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
の
彼
岸
に
在
る
や
う
な
歴
史
の
客
観
上
意
味
な
る
も
の
は
こ
の
自
己
限
定
そ

　
　
の
も
の
を
制
限
す
る
、
何
故
な
ら
そ
の
場
合
人
間
の
自
由
は
こ
の
意
味
に
向
っ
て
限
定
き
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
自
分
が
手

　
　
段
と
し
て
歴
史
の
申
に
排
列
さ
れ
て
み
る
こ
と
を
知
る
場
合
に
は
、
最
早
全
く
自
由
に
自
ら
選
ぶ
こ
と
は
繊
來
な
い
で
あ
ら
う
。



　
こ
れ
に
封
し
て
實
存
の
無
根
櫨
は
、
師
ち
歴
史
の
申
に
投
ぜ
ら
れ
、
歴
史
へ
差
向
け
ら
れ
、
歴
史
と
同
一
な
る
費
存
の
無
根
籐
は
、
自

由
を
最
高
度
に
請
求
す
る
。
蜜
存
す
る
こ
と
の
理
性
的
根
管
は
無
い
ま
ま
に
、
賢
存
す
る
正
舷
さ
を
是
認
し
、
外
部
か
ら
〔
蟹
存
の
〕
意

味
づ
け
を
取
っ
て
要
る
こ
と
な
く
〔
實
存
の
〕
意
味
を
蜜
現
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
に
於
け
る
劇
造
的
な
も
の
へ
課
せ
ら
れ
た
義

務
な
の
で
あ
る
。

第
二
部
　
現
代
の
状
況

五

　
　
　
歴
史
的
な
諸
内
容
の
相
墾
性
と
偶
然
性
と
に
つ
い
て
の
解
明
（
貯
｛
搾
一
競
籍
郎
ぴ
q
）
は
こ
れ
迄
述
べ
た
や
う
な
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
。
私
蓬

　
　
が
、
政
治
的
な
面
か
ら
い
っ
て
も
又
哲
學
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
現
に
そ
の
中
に
身
を
基
い
て
み
る
状
況
は
斯
く
の
如
き
も
の
な
の
で
あ

　
　
る
。
哲
學
的
に
は
私
達
は
、
私
達
自
身
の
砂
浜
の
歴
史
的
な
由
來
の
解
明
を
盆
支
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
や
う
な
相
封
性
の

　
　
認
識
に
到
申
し
た
。
政
治
的
に
は
、
こ
の
解
明
が
意
味
す
る
所
は
、
私
達
が
こ
れ
ま
で
そ
の
申
に
生
き
、
又
歴
史
が
そ
の
中
に
進
行
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ビ
ル
デ

　
　
來
た
古
い
傳
統
的
な
諸
…
形
象
が
解
…
射
し
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
政
治
史
も
こ
れ
迄
は
諸
ミ
の
麟
家
や
國
土
や
麟
民
や

　
　
帝
國
や
丈
明
丈
化
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
今
鑓
で
は
か
か
る
諸
形
象
は
そ
の
環
象
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
み
る
。
そ
れ
ら
は
最
早
翼
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ヅ
ル
ス

　
　
で
の
歴
史
の
主
艦
で
は
な
い
。
歴
史
に
お
け
る
究
極
的
な
衝
動
は
も
う
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
は
出
て
來
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
現
實
の

　
　
動
き
に
鍬
し
て
責
任
を
負
ひ
得
る
だ
け
の
力
を
既
に
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
歴
史
上
の
古
い
諸
形
態
・
諸
…
内
容
の
こ
の
や
う
な
解
濡
は
夏
風
（
℃
幾
け
色
）
と
い
ふ
現
象
に
於
て
最
も
は
っ
き
り
と
し
て
來
る
。
政
黛
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
チ
ず
ナ
　
ル

　
　
い
ふ
も
の
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
麟
民
設
家
的
な
性
格
を
完
全
に
打
砕
い
て
し
ま
っ
た
。
政
黙
と
は
、
國
民
や
主
家
や
交
明
か
ら
さ
へ
も

　
　
完
全
に
異
っ
た
、
否
、
異
っ
て
み
る
の
み
で
な
く
間
ヤ
こ
れ
と
春
立
し
さ
へ
す
る
或
る
一
つ
の
利
害
南
至
（
H
昌
け
O
醜
①
ω
ω
O
）
を
主
張
す
る
も
の

214
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二
七
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＋
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二
八

で
あ
る
。
共
産
黛
の
蕪
員
は
最
早
フ
ラ
ン
ス
人
で
も
日
本
人
で
も
な
い
、
何
故
な
ら
彼
は
、
自
分
を
そ
の
同
胞
た
る
べ
き
フ
ラ
ン
ス
民
族

又
は
日
本
民
族
に
結
び
付
け
て
み
る
紐
帯
を
、
十
九
世
紀
の
或
る
ド
イ
ツ
！
ユ
ダ
ヤ
的
な
鼻
輪
者
が
嚢
展
き
せ
た
一
つ
の
抽
象
的
な
敏
説

の
故
に
漸
ち
切
っ
て
居
り
、
遺
民
や
國
家
を
最
高
の
法
廷
と
し
て
は
最
軍
承
認
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
主
義
者
は
、

ド
イ
ツ
國
民
と
フ
ラ
ン
ス
露
霜
と
は
過
去
数
世
紀
間
敵
樹
閥
係
に
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
超
国
家
主
義
者
と
よ
り
は
む
し
ろ

ド
イ
ツ
の
自
曲
懲
員
と
結
び
つ
い
て
み
る
。

　
政
蕪
を
構
成
し
て
み
る
も
の
は
共
闘
の
利
盆
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
從
來
の
政
治
的
な
諸
形
象
は
大
て
い
傳
統
と
い
ふ
歴
史

的
な
紐
帯
に
よ
っ
て
留
め
ら
れ
て
る
た
。
一
理
民
又
は
一
民
族
は
、
抽
象
的
な
或
る
共
通
の
利
盆
に
よ
っ
て
國
民
又
は
民
族
に
な
る
の
で

は
な
く
、
共
通
の
歴
史
や
傳
統
や
喬
語
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
政
窯
の
有
す
る
抽

象
的
な
利
害
瀾
係
は
こ
の
歴
史
的
な
結
合
を
斜
め
に
漸
ち
切
っ
て
み
る
。
さ
う
い
ふ
事
蟹
は
共
産
蕪
に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
の
み
で
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
惟
一
般
に
封
し
て
も
認
め
ら
れ
る
。
宗
敏
で
さ
へ
も
、
そ
れ
が
非
歴
史
的
な
利
害
閥
係
を
擁
護
し
て

み
る
（
〈
⑦
困
賃
．
O
貯
Φ
昌
）
限
り
、
あ
る
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
な
り
始
め
て
み
る
。
イ
ン
ド
が
イ
ン
ド
共
和
國
と
パ
キ
ス
タ
ン
と
に
分
翻
さ

れ
た
こ
と
は
そ
れ
に
墾
す
る
明
瞭
な
例
讃
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
的
な
統
一
が
宗
数
的
利
害
關
係
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
て
み
る
。
そ

し
て
他
方
で
は
近
東
に
於
け
る
政
治
情
勢
の
展
開
は
、
非
常
に
古
く
か
ら
の
難
山
的
な
敵
封
關
係
が
現
在
で
は
、
共
岡
の
ア
ラ
ブ
・
イ
ス

ラ
ム
的
意
識
に
基
い
て
一
そ
れ
は
歴
史
的
・
皇
統
的
な
も
の
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
費
際
に
は
人
種
的
丁
数
的
な
意
識
と
し
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
の
で
あ
る
が
一
…
考
へ
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
示
し
て
み
る
。
モ
ロ
ッ
コ
に
佳
む
バ
ー
バ
リ
人
達
は
パ
キ
ス
タ
ン
人
と
人
種
的

な
共
遍
性
を
持
っ
て
る
る
の
で
も
な
く
、
急
心
者
の
間
に
翼
に
宗
数
上
の
一
致
が
成
立
っ
て
る
る
の
で
も
な
い
が
、
こ
の
爾
餐
の
地
理
的

歴
史
的
政
治
的
な
境
位
の
中
に
基
礎
を
置
く
或
る
共
同
の
利
盆
が
、
遊
者
を
結
び
付
け
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
地
理
學
上
の
位
置
と
い
ふ
も
の
も
亦
、
そ
の
〔
曾
て
は
保
有
し
て
み
た
所
の
〕
無
印
件
に
人
聞
を
結
舎
さ
せ
る
力
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
（
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
地
政
學
《
O
③
8
0
聾
欝
》
は
こ
の
鮎
で
反
駁
さ
れ
る
。
）
部
ち
利
害
閥
係
と
い
ふ
も
の
が
六
大
洲
の
悉
く
を
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交
錯
き
せ
て
み
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
聯
邦
は
こ
の
事
實
に
封
ず
る
極
め
て
適
切
な
實
例
で
あ
っ
て
、
こ
の
聯
邦
に
於
て
は
人
種
や
交

化
や
歴
史
や
地
理
に
背
い
て
、
極
端
に
異
っ
た
諸
要
素
が
或
る
抽
象
的
な
理
念
に
よ
っ
て
締
め
揺
ら
れ
て
み
る
。
西
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
が

フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
や
母
型
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
一
号
何
を
雪
雑
に
持
っ
て
る
る
で
あ
ら
う
か
。
に
も
絢
ら
ず
彼
等
は
す
べ
て
同
じ
聯
邦

に
厩
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
或
ひ
は
私
達
は
も
っ
と
手
近
に
あ
る
墨
黒
を
嫁
げ
て
見
よ
う
。
大
て
い
の
日
本
人
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
人
民
は

マ
レ
ー
人
に
馨
し
た
場
合
、
自
己
を
ア
ジ
ヤ
人
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
ヨ
…
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
感
じ
て
み
る
。
遊
艇
に
香
港
に
み
る
支
那

人
は
歴
史
や
血
液
や
地
理
に
反
し
て
自
己
を
支
那
人
と
し
て
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ヤ
と
が
世
界
最
強
の
二
大
國
で
あ
る
と
い
ふ
事
蜜
は
、
歴
史
的
に
傳
承
さ
れ
て
來
た
諸
，
の
も
の
が
今
や
昏
昏
し
相

繋
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
最
も
よ
き
徴
候
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
は
或
る
一
人
の
男
の
拙
象
的
な
哲
學
説
の
上
に
築
か
れ
て
居
る
が
、
そ
の
亙

大
な
陰
祭
の
申
に
は
全
く
種
々
様
々
に
寄
せ
集
め
ら
れ
た
民
族
や
言
語
や
文
化
や
宗
数
が
統
合
さ
れ
て
ゐ
・
る
。
ロ
シ
ヤ
の
巾
に
は
地
球
上

の
す
べ
て
の
宗
教
と
、
約
ニ
ダ
ー
ス
の
雷
語
と
、
全
く
相
異
つ
た
歴
史
を
持
つ
諸
民
族
が
難
居
し
て
み
る
。
そ
し
て
こ
の
藍
大
な
國
の
全

艦
が
果
し
て
西
歓
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
中
に
は
ア
ジ
ヤ
的
な
要
素
が
よ
り
優
っ
て
み
る
の
で
あ
る
か
、
い
つ
れ
と

も
言
ふ
こ
と
が
出
獄
な
い
で
あ
ら
う
。
は
じ
め
て
西
欧
と
撞
覆
す
る
に
至
っ
た
若
い
ア
ジ
ヤ
の
諸
民
族
に
と
っ
て
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は

藤
激
的
な
進
歩
的
交
明
を
意
味
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
く
か
ら
の
文
化
民
族
に
と
っ
て
は
ロ
シ
ヤ
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
逆
に
ア
ジ
ヤ

的
な
暴
力
支
配
と
退
歩
と
非
自
由
を
意
味
し
て
み
る
。

　
ア
メ
リ
カ
は
宗
数
的
経
濟
的
政
治
的
な
種
々
の
利
害
關
係
の
集
合
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
殆
ん
ど
非
歴
史
的
な
地
盤
に
嚢

生
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
あ
ら
ゆ
る
皮
膚
の
色
の
人
間
、
又
あ
ら
ゆ
る
人
種
や
民
族
や
宗
敏
を
自
己
の
内
部
に
統
合
し
て
み
る
。

地
圏
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
廓
ち
等
々
の
州
の
聞
の
遜
謝
や
又
カ
ナ
ダ
や
メ
キ
シ
コ
に
封
ず
る
國
境
設
定
の
抽
象
的
な
形
態
を
見
た
だ

け
で
も
、
そ
の
閣
土
の
奔
歴
・
更
的
抽
象
的
な
性
格
を
、
十
分
認
識
す
る
こ
と
が
出
馬
よ
う
。

　
こ
の
二
大
彊
闘
の
相
封
的
抽
象
性
と
雰
歴
史
性
と
は
押
部
そ
の
政
治
的
な
行
動
の
中
に
も
反
映
し
て
み
る
。
今
日
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ヤ

　
　
　
　
歴
更
と
賢
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
哲
攣
研
究
第
四
百
五
＋
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慧
○

雛4
　
　
と
は
歴
史
や
宗
数
や
文
化
に
反
し
た
行
動
を
執
り
つ
つ
、
歴
史
的
に
は
彼
等
と
全
く
何
等
結
び
つ
く
所
の
な
い
或
る
國
つ
ま
り
エ
ジ
プ
ト

　
　
に
封
ず
る
立
場
に
於
て
、
詩
調
と
フ
ラ
ン
ス
に
験
し
て
共
還
に
反
封
の
態
度
を
執
る
鮎
で
一
致
し
て
み
る
。
　
一
切
の
歴
史
内
容
が
そ
の
申

　
　
で
桐
謝
化
さ
れ
て
來
て
る
る
や
う
な
一
般
的
な
世
界
優
勢
に
於
て
の
み
、
私
達
が
目
下
騰
験
し
て
み
る
所
の
期
く
の
如
き
悲
喜
劇
聖
歌
況

　
　
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
自
ら
の
歴
史
の
画
き
を
誇
っ
て
み
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
部
で
も
亦
種
々
の
歴
史
的
紐
糟
が
解
満
し
は
じ
め
て
み
る
。
職
雫
の
結
果
に
よ

　
　
る
彪
大
な
人
口
移
動
に
よ
っ
て
二
千
五
菅
萬
を
下
ら
ぬ
人
々
が
そ
の
歴
史
的
な
故
郷
を
失
ひ
、
ド
イ
ツ
は
再
び
統
一
さ
れ
る
見
通
し
も
な

　
　
く
分
割
さ
れ
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
鐵
の
カ
ー
テ
ン
に
よ
っ
て
閉
さ
れ
て
み
る
。
こ
う
い
っ
た
事
情
の
す
べ
て
が
遠
い
昔
か
ら
の
歴
史
的
な

　
　
傳
統
を
尊
墨
し
て
し
ま
っ
た
。
諸
馬
の
町
や
村
や
河
川
や
土
地
の
名
鑑
は
一
世
代
が
経
過
せ
ぬ
う
ち
に
三
度
も
四
度
も
攣
更
せ
ら
れ
、
そ

　
　
れ
ま
で
の
言
葉
は
禁
ぜ
ら
れ
て
他
の
も
の
が
無
理
や
り
に
敏
へ
こ
ま
れ
て
る
る
。
例
へ
ば
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
艦
が
、
師
ち
東
ド
イ
ツ
だ

　
　
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
気
長
い
間
ド
イ
ツ
文
化
の
勢
力
圏
で
あ
り
そ
こ
か
ら
最
も
偉
大
な
ド
イ
ツ
精
興
の
多
く
が
輩
出
し
て
み
る
バ
ル
チ

　
　
ッ
ク
諸
國
や
バ
ル
カ
ン
諸
費
も
亦
、
ド
イ
ツ
に
は
失
は
れ
て
る
る
と
い
ふ
事
蜜
が
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
侮
を
意
味
す
る
か
を
断
じ
て
見
逃
し

　
　
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
ー
マ
ン
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
カ
ン
ト
、
現
代
で
い
へ
ば
リ
ル
ケ
、
カ
フ
カ
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
、
グ
ラ
！
フ
・
カ

　
　
イ
ザ
ー
リ
ン
グ
等
は
、
も
し
そ
の
古
い
故
郷
で
今
日
生
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
最
早
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
歴
史
的
な
も
の
を
粉
辞
す
る
働
き
は
フ
ラ
ン
ス
に
覧
て
も
別
の
意
味
で
廣
汎
に
押
し
進
め
ら
れ
て
み
る
。
恐
ら
く
は
最
も
自
由
主
義
的

　
　
で
あ
っ
て
、
繕
饗
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
に
最
も
近
い
所
に
み
る
フ
ラ
ン
ス
の
要
望
の
シ
ス
テ
ム
は
、
正
に
そ
の
や
う
に
自
由
主
義

　
　
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
墨
に
、
古
く
か
ら
の
國
民
的
な
結
合
を
最
も
廣
い
範
圏
に
わ
た
っ
て
抽
象
的
な
も
の
に
解
濡
し
つ
つ
あ
る
。

　
　
フ
ラ
ン
ス
の
政
窯
は
最
も
嚴
密
な
意
味
に
発
て
は
輩
に
、
全
く
個
別
的
な
、
経
管
的
、
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
蝋
燭
的
、
発
議
的

　
　
な
種
々
の
利
害
擬
製
だ
け
を
代
表
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
や
う
な
種
々
様
々
な
利
害
關
係
全
般
を
一
盤
何
が
締
め
括
っ
て
み
る
の
か
を

　
　
言
ふ
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
私
は
そ
の
中
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
し
る
し
を
で
は
な
く
、
あ
る
運
命
の
徴
候
を
、
邸
ち
私
達
皆
の
面
前
に
現
は



　
　
　
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
掘
る
理
由
か
ら
私
逮
よ
り
も
軍
に
数
歩
だ
け
先
ん
じ
て
現
は
れ
て
來
て
る
る
あ
る
蓬
命
の
徴
候
を
認
め

　
　
　
る
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
夫
，
そ
の
特
色
が
鮮
か
に
刺
み
付
け
ら
れ
て
み
る
諸
國
家
諸
國
民
と
い
へ
ど
も
、
彼
等
が
そ
こ
か
ら
生
育
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な

　
　
來
た
歴
史
的
な
根
が
枯
死
し
た
時
、
最
早
自
己
の
生
命
を
維
ぐ
こ
と
は
出
駕
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
フ
ラ
ン
ス
の
勢
働
者
は
フ
ラ
ン
ス
的

　
　
　
な
感
情
を
、
ド
イ
ツ
の
勢
働
者
は
ド
イ
ツ
的
な
感
情
を
、
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
、
最
早
彼
等
は
夫
飛
の
過
去
の
歴
史
に

　
　
　
つ
い
て
何
も
知
る
所
が
な
く
そ
の
共
通
の
關
心
が
蟹
は
勢
働
者
の
利
盆
に
他
な
ら
な
い
と
い
ふ
場
合
に
。

　
　
　
　
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
た
と
へ
そ
れ
に
反
属
す
る
反
動
的
な
運
動
が
た
え
ず
繰
返
さ
れ
る
に
し
て
も
、
抑
へ
難
く
引
留
め
難
い
も
の
で
あ

　
　
　
る
こ
と
、
こ
の
や
う
な
歴
史
の
主
農
の
攣
化
に
よ
っ
て
、
今
日
も
な
ほ
そ
の
蹄
趨
を
豫
測
す
る
こ
と
の
出
來
ぬ
や
う
な
政
治
情
勢
の
根
本

　
　
的
な
墾
化
が
惹
き
起
さ
れ
て
み
る
こ
と
、
を
私
は
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
そ
の
串
か
ら
勢
力
の
新
し
い
移
動
と
勢
力
均
衡
の
新

　
　
し
い
形
式
が
現
は
れ
て
古
る
で
あ
ら
う
。
政
治
情
勢
の
重
黙
は
一
面
に
於
て
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ヤ
と
に
移
動
し
て

　
　
居
り
、
又
他
面
に
於
て
は
そ
れ
は
印
度
及
び
支
那
に
、
更
に
そ
れ
に
つ
づ
い
て
費
の
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
に
新
た
に
移
動
を
行
ひ
つ
つ
あ
る

　
　
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
　
　
人
聞
を
結
合
す
る
力
と
し
て
働
い
て
來
た
こ
れ
迄
の
歴
史
が
、
こ
の
や
う
に
地
球
の
全
表
面
に
わ
た
っ
て
解
膿
し
て
起
て
み
る
の
に
封

　
　
癒
し
て
、
哲
學
に
於
け
る
諸
内
容
も
亦
相
西
之
に
し
か
拘
束
す
る
力
を
持
っ
て
る
な
い
こ
と
が
盆
，
認
識
き
れ
る
に
至
っ
て
み
る
。
私
蓬

　
　
は
今
日
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
歴
史
學
や
鮭
會
學
や
心
理
學
の
知
識
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
壁
代
の
思
想
や
文
化
を
相
互
に
比
較
す
る
可
能

　
　
性
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
ず
る
避
け
難
い
干
渉
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
雪
上
の
理
念
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ

　
　
認
識
で
あ
っ
た
。
人
間
の
本
性
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
も
あ
り
得
る
や
う
な
〔
特
定
の
内
容
の
み
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
〕
能
力
で
あ

　
　
り
、
自
己
の
歴
史
的
経
験
に
於
て
自
己
自
身
の
内
容
と
し
て
選
び
取
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
を
限
定
す
る
や
う
な
能
力
で
あ

　
　
る
、
師
ち
自
己
を
歴
史
的
蜜
在
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
如
き
能
力
で
あ
る
。
経
験
的
な
翼
長
の
知
識
が
奪
え
ず
．
増
大
し
て
ゆ
く
一
方

　
　
で
は
、
哲
理
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
己
確
信
は
掬
え
去
っ
て
ゆ
く
。
歴
史
は
、
諸
，
の
國
民
や
交
化
や
贋
値
や
眞
理
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ

254　
　
　
　
　
　
歴
典
と
實
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
＝
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三
二

る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
決
し
て
侵
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
つ
だ
バ
イ
ブ
ル
を
す
ら
私
達
は
歴
史
的
に
解
慰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
生
物
學
に
於

い
て
は
種
族
の
恨
存
を
遽
化
論
的
に
解
濾
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
な
ど
を
、
示
し
て
み
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
又
私
達
の
こ
れ
迄

の
人
間
像
を
も
慶
棄
し
、
人
間
が
こ
れ
ま
で
敬
虚
に
そ
の
申
で
生
き
て
き
た
す
べ
て
の
学
童
を
破
乱
し
去
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
理
念
と
信
仰
と
の
衰
微
は
、
科
學
的
哲
野
蒜
に
言
へ
ば
、
演
繹
的
原
理
の
溝
失
で
あ
り
蹄
納
法
の
意
義
の
埆
大
で
あ
る
。
経
験
は
輩
に

経
験
科
學
の
形
式
に
慌
て
の
み
、
昔
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
演
繹
的
な
確
信
に
と
っ
て
か
は
っ
た
の
で
は
な
く
、
私
達
の
意
識
全
農
が
蜜
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
テ
イ
　
レ
ン

と
な
っ
て
來
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
眞
理
に
向
っ
て
私
達
が
探
求
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
縫
績
的
に
「
試
み
る
こ
と
（
實
験
す
る
こ
と
）
」

で
あ
る
。
か
く
し
て
私
達
西
園
の
文
化
の
確
固
た
る
二
つ
の
地
李
を
成
し
て
み
た
キ
リ
ス
ト
教
と
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
二
つ
な
が
ら
同
じ
様

に
歴
史
的
墾
瀧
の
申
に
引
入
れ
ら
れ
て
み
る
。
キ
リ
ス
ト
数
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
維
…
封
的
超
越
へ
の
信
仰
が
世
界
の
中
に
現
は
れ
た
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヂ
ヤ

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
私
達
が
負
う
て
み
る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
蟹
存
在
の
根
底
に
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
念
と
い
ふ
根
本
観
念
で
あ

る
。
現
在
私
達
の
持
っ
て
る
る
倫
理
的
就
會
的
な
諸
概
念
は
多
か
れ
少
か
れ
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
根
襟
づ
け
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る

し
、
プ
ラ
ト
エ
ズ
ム
は
學
と
稀
事
と
を
現
在
あ
る
が
如
く
に
限
定
し
た
。
然
し
今
や
私
達
の
倫
理
も
亦
藝
術
も
學
閥
も
す
べ
て
同
じ
様
に

盆
・
強
電
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
私
達
は
最
早
一
般
に
羅
封
的
な
倫
理
的
規
範
を
信
ず
る
も
の
で
は
な
い
し
、
又
あ
ら
ゆ
る
現
實
存
在
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
や

思
惟
の
鋼
象
た
り
得
る
こ
と
を
確
信
す
る
も
の
で
も
な
い
。
然
も
、
プ
ラ
ト
ン
的
に
言
へ
ば
そ
れ
に
封
委
す
る
如
何
な
る
理
念
も
存
在
し

な
い
や
う
な
も
の
の
、
つ
ま
り
合
理
的
に
考
へ
得
ら
れ
な
い
や
う
な
も
の
の
経
験
が
、
哲
學
、
物
理
學
、
生
物
學
、
心
理
墨
・
等
に
託
て
盆
ミ

漸
乎
た
る
役
罰
を
占
め
て
來
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
な
賦
況
は
、
最
早
後
戻
り
を
さ
せ
る
こ
と
の
出
來
な
い
嚴
然
た
る
事
蜜
で
あ
る
、
何
故
な
ら
こ
の
現
在
の
情
勢
に
於
て
は
人

間
の
精
紳
が
解
閾
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
何
よ
り
も
中
心
問
題
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
。
人
間
精
好
の
こ
の
解
明
の
た
め
に
、

人
閤
の
思
惟
し
う
る
一
切
の
も
の
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
寄
與
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
動
的
な
思
想
運
動
と
錐
も
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
オ

‘7㎞

ﾌ
過
程
に
予
て
自
ら
そ
の
七
番
を
顯
は
す
こ
と
に
よ
っ
て
蜘
っ
て
無
学
的
な
進
歩
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
，
ン
及
び
ド
ッ
ヅ



の
非
平
語
化
の
思
想
（
図
づ
冒
同
二
回
。
δ
α
q
醒
2
§
災
）
は
サ
ル
ト
ル
の
蟹
存
分
析
や
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
藁
葺
分
析
や
フ
ロ
イ
ド
の
心
理

分
点
と
同
じ
方
向
に
、
然
も
そ
れ
ら
は
全
く
異
っ
た
意
圓
か
ら
源
を
謁
し
て
み
る
に
も
拘
ら
ず
、
岡
じ
方
向
に
働
い
て
み
る
の
で
あ
る
。

知
る
と
は
逆
鱒
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
〔
精
紳
の
〕
前
遽
で
あ
り
、
そ
れ
に
避
ら
つ
て
精
紳
は
自
己
を
曇
ら
せ
る
こ
と
は
出
離
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ヤ

　
そ
れ
故
私
達
は
最
冷
眼
に
兇
え
な
い
超
越
者
が
背
後
に
あ
っ
て
支
配
し
て
み
る
や
う
な
理
念
的
な
天
上
界
の
下
に
生
き
て
み
る
の
で
は

な
く
、
建
設
事
務
所
（
囚
O
岱
Q
o
げ
算
式
O
昌
ω
げ
離
目
O
）
の
申
に
、
郡
ち
そ
の
中
で
常
に
新
し
い
事
蟹
を
集
め
種
々
の
驚
倒
を
企
て
そ
れ
を
目
前
の
四

國
の
壁
に
貼
り
つ
け
て
お
く
建
設
事
務
所
の
申
に
生
き
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
状
勢
に
直
面
し
て
私
達
は
受
認
に
於
て
何
を
な

し
得
る
で
あ
ら
う
か
。

六

　
　
　
さ
て
私
に
は
次
の
三
つ
の
可
能
性
が
提
示
出
來
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
　
　
e
　
或
る
新
ら
し
い
下
智
灘
験
を
、
邸
ち
啓
示
を
待
望
し
、
そ
の
爲
に
準
備
を
し
、
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

　
　
後
期
の
哲
學
に
於
て
實
際
に
現
は
れ
繊
て
る
る
事
柄
で
あ
る
。

　
　
　
す
べ
て
の
高
等
宗
数
が
超
自
然
的
な
性
質
の
、
一
瓢
限
り
の
宗
救
経
験
に
基
づ
い
て
み
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
所
で
、
此
等

　
　
の
高
等
歯
数
が
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
こ
の
根
本
経
験
か
ら
或
程
度
濁
立
な
存
在
膿
験
に
進
ん
で
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
蓋

　
　
し
こ
れ
ら
宗
教
経
験
の
本
質
に
矯
す
る
事
柄
で
あ
る
。
即
ち
超
自
然
的
な
信
仰
経
験
は
、
信
仰
か
ら
解
き
離
し
得
る
壁
織
的
な
思
惟
経
験

　
　
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
弊
害
の
超
自
然
的
な
開
悟
（
藁
囲
鶏
深
け
§
α
q
）
は
そ
の
結
果
と
し
て
有
と
無
と
の
同
一
と
い
ふ
自
然
的
な

　
　
思
惟
経
験
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
皆
様
に
聖
書
の
超
理
性
的
な
啓
示
は
博
聞
と
自
己
意
識
と
の
新
し
い
経
験
を
生
み
出
し
た
。
時
閥
が
持

　
　
つ
將
來
性
（
N
碁
｛
ぎ
蒙
α
q
冨
謬
）
、
個
々
の
魂
の
深
さ
、
棘
の
超
越
性
と
い
ふ
や
う
な
思
想
は
確
か
に
キ
リ
ス
ト
敢
の
啓
示
が
な
か
っ
た
な
ら
ば

　
　
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
ら
の
思
想
は
或
程
度
こ
の
啓
示
か
ら
引
離
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
こ
の
啓

卿　
　
　
　
　
　
歴
史
と
賢
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毒
ご
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4
　
　
示
及
び
開
悟
と
い
ふ
事
件
が
歴
史
的
に
確
認
さ
れ
る
や
う
な
仕
方
で
は
最
遠
二
度
と
繰
返
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
二
千
庫
來
佛
数

　
　
哲
學
と
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
學
と
が
存
在
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
從
っ
て
下
下
が
、
そ
の
内
容
的
な
蜜
り
を
他
の
何
れ
の
方
面
か
ら
経
験
す
る
よ
・
り
も
以
上
に
、
宗
教
に
よ
っ
て
経
験
…
し
て
來
て
る
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
レ

　
　
と
は
確
蟹
で
あ
h
・
、
そ
し
て
あ
る
新
し
い
啓
示
へ
の
此
の
期
待
は
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神

　
　
と
い
ふ
最
絡
的
な
、
奮
約
及
び
新
約
に
耀
く
第
三
の
啓
示
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
待
望
し
た
。
然
し
御
悩
が
こ
の
第
三
の
啓
示
の
た
め

　
　
に
自
分
だ
け
の
立
場
で
一
た
い
何
を
寄
輿
し
ょ
う
と
い
ふ
の
か
頗
る
疑
は
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン

　
　
　
ロ
　
こ
の
最
初
の
可
能
性
は
、
理
性
的
思
惟
を
超
越
者
の
來
臨
の
期
待
の
中
に
放
置
し
て
お
く
。
所
で
第
二
の
可
能
性
と
は
思
惟
の
内

　
　
マ
ネ
ン
ツ

　
　
在
性
か
ら
超
越
に
向
ふ
〔
内
在
的
超
越
へ
の
〕
新
し
い
道
を
探
す
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
意
味
す
る
所
は
鄭
ち
、
思
惟
そ
の
も
の
が
内

　
　
在
か
ら
超
越
の
方
に
向
っ
て
、
入
闘
的
立
場
の
高
貴
き
と
純
粋
さ
と
が
正
し
く
其
腱
に
あ
る
や
う
な
超
越
の
方
に
向
っ
て
確
立
さ
れ
る
こ

　
　
と
で
あ
ら
う
。
か
か
る
場
合
思
惟
は
い
つ
れ
に
し
て
も
、
形
而
上
學
の
翼
理
が
い
か
な
る
方
面
に
、
有
神
論
、
汎
神
論
、
無
各
論
等
・
の

　
　
い
つ
れ
の
方
面
に
在
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
面
的
世
界
存
在
が
も
つ
種
ミ
な
客
槻
内
容
の
聯
驕
が
人
閥
に
志
し
て
う
ち

　
　
樹
て
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
聯
關
が
い
か
な
る
場
含
に
も
申
言
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
普
く
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
、
と

　
　
い
ふ
前
提
を
立
て
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
に
あ
る
形
而
上
學
の
韻
系
の
輪
廓
が
描
か
れ
て
翻
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
そ
れ
故
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
學
の
根
底
に
は
人
格
的
な
、
彼
自
身
の
偶
然
的
野
存
に
基
礎
を
擢
く
榊
黒
黒
が
存
す
る
か
、
或
ひ
は
そ
の
哲

　
　
學
は
必
然
的
に
あ
る
形
而
上
學
に
導
い
て
行
く
か
、
そ
の
い
つ
れ
か
で
あ
る
。

　
　
　
国
　
哲
學
的
儒
仰
の
、
即
ち
宗
敏
的
観
念
に
よ
っ
て
慰
め
を
得
る
が
、
然
し
哲
畢
的
に
は
結
局
無
知
に
他
な
ら
ぬ
こ
の
哲
學
的
信
仰

　
　
の
、
究
極
的
不
明
瞭
さ
（
⇔
5
こ
鴛
ゲ
簿
）
に
興
し
て
は
、
　
一
興
明
晰
に
〔
信
と
知
と
の
間
に
〕
限
界
を
設
け
る
や
う
に
強
調
す
る
こ
と
が
肝

　
　
要
で
あ
る
。
印
ち
私
達
は
自
分
逮
が
何
を
知
り
何
を
只
管
儒
ず
る
の
か
、
雷
管
と
は
侮
で
あ
り
寮
敏
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
は
っ
き
り
と

　
　
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
達
は
私
達
の
思
惟
を
限
定
す
る
諸
内
容
を
何
麗
か
ら
得
て
來
る
の
か
、
私
達
の
普
遍
的
人
間
的
本
性
か
ら



　
　
か
、
人
格
的
な
宗
敢
膿
験
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
歴
史
的
な
憾
統
か
ら
得
て
く
る
の
か
を
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
れ
ら
私
達
の
思
惟
を
限
定
す
る
内
容
を
「
根
源
的
抽
選
（
q
易
箕
書
誌
。
滞
〉
器
。
審
焦
類
σ
q
魯
）
」
と
名
づ
け
て
み
る
。
『
根

　
　
源
的
鷹
親
は
、
何
時
か
ら
の
も
の
と
も
知
れ
ぬ
古
い
傳
承
の
中
か
ら
、
眞
理
を
比
喩
や
具
磯
的
行
動
や
夢
話
の
形
態
に
於
て
人
間
に
傳
達

　
　
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
直
観
は
…
…
根
源
的
に
は
、
人
間
の
生
命
を
形
成
し
充
癒
し
て
み
る
不
可
分
の
一
心
で
あ
る
。
こ
の
一
五
が

　
　
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
於
て
分
離
し
て
來
る
の
が
宗
…
教
で
あ
、
り
藝
術
で
あ
り
詩
な
の
で
あ
る
』
（
「
翼
理
に
つ
い
て
」
九
一
六
頁
）

　
　
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
更
に
言
ふ
『
そ
し
て
宗
教
は
依
然
と
し
て
哲
學
が
そ
れ
に
於
て
働
く
た
め
に
下
定
せ
ら
れ
た
空
聞
で
あ
り
、
哲
學
の
諸

　
　
内
容
の
撫
ひ
手
で
あ
る
。
』
『
宗
数
は
魂
を
、
た
と
へ
こ
の
魂
の
方
が
宗
教
の
歴
史
的
な
形
態
を
捨
て
去
っ
て
み
る
場
合
に
も
、
形
成
す
る

　
　
の
で
あ
る
。
』
『
宗
数
を
放
言
し
忘
却
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
本
誌
的
な
三
舟
的
思
惟
も
亦
中
戯
す
る
で
あ
ら
う
。
』

　
　
　
哲
學
は
宗
数
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
の
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
意
見
で
あ
る
。
然
し
そ
の
場
合
哲
學
は
宗
教
に
よ
っ
て

　
　
ど
う
な
る
の
で
あ
ら
う
か
。
哲
學
の
濁
立
性
は
い
か
な
る
所
に
成
立
つ
の
で
あ
る
か
。

　
　
　
私
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
宗
敏
や
聯
話
や
藝
備
や
詩
（
躍
。
窯
彦
α
q
）
が
哲
學
に
及
ぼ
す
作
用
と
し
て
記
述
し
て
み
る
も
の
の
中
に
、
正
に

　
　
決
定
的
な
攣
化
が
行
は
れ
て
る
る
の
だ
と
生
じ
た
い
。
即
ち
私
業
が
學
び
知
っ
た
の
は
他
で
も
な
い
、
ひ
と
は
從
來
哲
學
に
於
て
、
暫
學

　
　
は
そ
の
諸
内
容
を
自
己
自
身
の
中
か
ら
生
産
し
て
み
る
と
ば
か
り
信
じ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
實
、
哲
學
は
そ
の
様
々
な
形
態
に
於

　
　
て
上
遽
の
如
き
他
の
諸
源
泉
に
依
存
し
て
み
る
の
だ
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
な
自
己
反
省
が
逸
む
に
つ
れ
て
、
私
達
は
自
己
自

　
　
身
を
學
問
的
な
仕
方
そ
の
も
の
で
隅
々
ま
で
見
通
せ
る
段
階
に
到
達
し
た
。
私
讐
は
哲
學
の
實
質
が
何
時
と
も
知
れ
ぬ
遠
い
昔
に
由
來
す

　
　
る
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
限
定
さ
れ
た
現
象
や
膿
験
に
も
由
写
し
て
み
る
こ
と
を
知
っ
て
み
る
。
そ
し
て
若
し
誓
學
に
於
て
、
そ
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
イ
ト

　
　
内
容
の
離
す
る
普
遍
的
な
特
性
を
欄
別
的
形
態
か
ら
解
放
し
て
認
識
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
諸
内
容
を
原
初
の
意
味
か
ら
解
放
し
て
中

　
　
ジ
ま
ル

　
　
正
な
法
廷
（
閃
。
錘
ヨ
）
で
観
察
す
る
こ
と
も
出
駕
よ
う
。
私
達
は
た
と
へ
ば
、
キ
リ
ス
ト
敏
を
、
或
ひ
は
歴
史
的
事
實
と
し
て
或
ひ
は
宗
数

　
　
的
な
信
仰
の
封
象
と
し
て
或
ひ
は
理
性
的
な
自
営
の
テ
ー
マ
と
し
て
夫
々
観
る
場
合
、
全
く
明
噺
に
自
己
の
態
度
を
臨
署
す
べ
き
こ
と
を

蜘　
　
　
　
　
　
歴
史
と
費
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霊
五
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折
μ
藥
研
麓
　
　
第
閥
蓉
薫
十
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
二
論
ハ

知
っ
て
み
る
。
こ
の
や
う
な
考
察
態
度
の
分
離
は
数
世
紀
來
徐
々
に
生
じ
て
お
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
も
亦
こ
の
分
離
の
た
め
に
貢
献
す

る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
分
離
は
こ
の
場
合
、
そ
の
絡
局
ま
で
進
ん
で
行
く
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
人
間
を
全
く
歴

史
的
賢
在
と
し
て
考
へ
る
こ
と
、
歴
史
な
し
に
る
る
場
合
人
聞
に
は
〔
自
己
同
一
と
い
ふ
空
虚
な
〕
無
し
か
残
さ
れ
て
み
な
い
と
い
ふ
こ

と
に
尻
込
み
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
人
問
が
歴
更
な
し
に
は
空
無
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
何
も
驚
く
に
當
ら
な
い
、
何
故
な
ら
人
間
が
歴
史
な
し
に
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
人
問
は
そ
の
誕
生
と
と
も
に
、
そ
の
自
己
了
解
を
可
能
な
ら
し
む
べ
き
諸
内
容
を
彼
自
身
に
提
供
し
て
み
る
或
る
聯
關
の
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ダ
ま
ト
ロ
　
フ
ロ

に
既
に
入
り
こ
ん
で
み
る
。
そ
れ
故
破
　
局
に
よ
る
に
せ
よ
、
無
理
矢
理
に
新
し
い
晶
帯
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
歴
史
的

傳
統
の
断
羅
だ
け
か
ら
は
人
間
に
は
た
だ
空
無
へ
の
根
本
的
脅
威
が
迫
っ
て
取
る
だ
け
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
近
代
の
歴
史
粗
製
薯
の
中
で

懐
疑
論
者
た
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
　
〔
傳
統
の
〕
連
績
性
こ
そ
歴
史
の
唯
一
究
極
の
意
味
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
異
性
が
依
然

現
實
の
中
に
認
め
ら
れ
る
限
り
に
於
て
、
彼
は
乗
來
の
人
間
に
封
ず
る
危
瞼
の
切
迫
を
何
等
認
め
な
か
っ
た
。
然
し
彼
が
恐
れ
た
の
は
傳

統
の
喪
失
で
あ
り
、
人
聞
を
結
合
さ
せ
る
力
と
し
て
の
歴
史
の
中
断
で
あ
る
。
新
し
い
人
聞
と
は
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
「
新
し
い
歴
史
を

．
始
め
る
や
う
な
人
闘
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
そ
し
て
歴
史
の
封
象
的
な
思
惟
が
人
間
を
超
え
て
無
に
導
い
て
ゆ
く
と
い
ふ
事
柄
も
何
ら
驚
く
に
當
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
、
何
故
な
ら
あ

ら
ゆ
る
分
罪
質
思
惟
は
一
つ
の
無
に
導
く
か
ら
で
あ
る
。
思
惟
に
は
種
々
の
謝
象
が
與
へ
ら
れ
、
思
惟
は
こ
れ
を
膿
観
に
よ
っ
て
結
合
す

る
こ
と
が
出
昂
る
。
か
く
し
て
思
惟
は
綜
含
的
に
一
つ
の
世
界
を
形
成
す
る
。
然
し
思
惟
が
こ
の
道
を
逆
戻
り
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は

必
然
的
に
再
び
自
分
自
身
の
許
へ
空
手
の
ま
ま
で
蹄
着
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
思
惟
は
歴
史
に
及
逆
す
る
や
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

歴
史
は
建
設
を
行
ひ
、
継
え
ず
様
々
な
新
し
い
世
界
を
調
達
し
て
來
る
が
、
思
惟
は
こ
の
歴
史
の
建
て
た
も
の
を
撤
去
し
種
々
の
部
分
へ

解
消
す
る
。
（
論
理
學
の
全
て
を
以
て
し
て
も
現
賢
に
つ
い
て
た
だ
の
一
言
す
ら
質
す
る
こ
と
は
毒
腺
な
い
。
）
そ
れ
故
無
に
耐
封
ず
る
不
安

之
は
元
來
思
惟
に
封
ず
る
不
安
な
の
で
あ
る
。
私
蓬
は
論
理
に
湿
し
て
不
安
を
ば
持
た
な
い
、
そ
れ
で
は
何
故
私
達
は
無
に
樹
し
て
不
安
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を
持
つ
の
で
あ
る
か
。

　
歴
史
に
於
て
人
間
の
意
識
は
絶
え
ず
解
明
さ
れ
て
來
た
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
流
行
や
傾
向
に
も
依
存
す
る
こ
と
な
き
精
鉱
の
最
も
偉

大
で
制
し
難
き
運
動
で
あ
る
、
然
も
そ
れ
は
歴
史
の
究
極
目
的
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
所
の
、
ユ
ー
ト
ピ
や
的
な
最
絡
の
歌
態
に
向
ふ
精
憩

の
運
動
で
は
な
く
、
自
己
自
身
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
欲
求
の
不
噺
の
運
動
と
し
て
の
精
聯
蓮
動
な
の
で
あ
る
。
自
己
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
衝
動
が
今
自
他
の
何
も
の
に
も
勝
っ
て
強
烈
で
あ
る
と
い
ふ
事
蜜
は
、
現
代
の
哲
學
が
人
間
の
自
己
了
解
を
人
間
の
究
極
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
兇
出
し
て
み
る
と
い
ふ
事
柄
に
於
て
よ
く
示
さ
れ
て
み
る
。
歴
史
的
な
諸
内
容
を
い
か
な
る
立
場
に
還
元
す
る
に
し

て
も
其
礎
に
は
、
入
漁
と
は
霞
五
霞
身
を
了
解
し
よ
う
と
す
る
實
在
で
あ
る
と
い
ふ
事
柄
が
常
に
成
立
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
思
惟
は
叉
、
盆
・
分
析
的
な
性
格
を
採
り
つ
つ
あ
る
。
實
存
分
析
、
心
理
分
析
、
論
理
分
析
、
言
語
分
析
、
蟹
存
の
解
明
等
は

み
な
同
じ
方
向
に
動
い
て
み
る
。
然
し
分
析
が
意
味
を
持
ち
得
る
の
は
、
た
だ
人
間
を
歴
史
的
に
一
欄
の
製
作
物
と
し
て
理
解
す
る
場
合

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
入
間
は
、
自
己
自
身
を
、
自
由
の
申
か
ら
斯
く
墨
書
に
生
成
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
の
み
自

己
を
解
朋
す
る
こ
と
が
出
漁
る
の
で
あ
る
。
死
せ
る
非
歴
史
的
な
自
然
を
ひ
と
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
漁
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
か
の
最

初
に
歴
史
を
解
明
し
た
學
者
の
一
人
、
ヴ
ィ
コ
は
、
知
っ
て
み
た
。
彼
は
歴
史
こ
そ
人
闘
の
本
來
的
な
地
盤
で
あ
り
自
然
よ
り
も
遙
か
に

良
く
理
解
出
帆
る
も
の
で
あ
る
と
感
激
に
満
ち
て
説
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
が
葭
然
よ
り
も
分
り
易
い
（
〈
Φ
目
ω
け
熱
P
偏
一
一
〇
げ
）
と
い
ふ
の
は
、
私

達
は
自
然
の
構
造
を
支
配
し
て
み
る
最
後
的
な
意
圓
（
隊
。
器
窪
興
9
諺
巳
碧
）
を
把
握
出
動
な
い
た
め
に
、
薗
然
は
蛭
藻
に
は
常
に
不
可
解

で
あ
る
ほ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
歴
史
の
方
は
私
意
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

、
私
達
は
私
達
の
お
か
れ
て
る
る
歌
況
を
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
な
し
に
首
肯
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
は
歴
史
的
な
諸
内

容
を
そ
の
相
走
性
と
偶
然
性
と
の
故
に
一
丁
度
蟹
誼
主
義
が
岡
じ
理
由
か
ら
大
て
い
の
場
合
歴
史
的
諸
内
容
に
辛
し
て
行
っ
て
み
る
や

う
な
一
否
認
す
る
態
度
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
だ
が
そ
の
場
合
こ
の
否
認
か
ら
生
れ
て
來
る
の
は
、
ひ
と
は
一
方
で
は
純
粋
な
思
惟
の
形

式
主
義
（
Φ
一
P
　
吋
の
一
露
O
醜
　
H
）
O
旨
犀
隔
O
目
ヨ
餌
劉
匂
管
諺
］
読
切
）
を
作
り
出
し
な
が
ら
他
方
で
は
、
一
切
の
他
の
も
の
を
纒
験
に
委
ね
る
と
い
ふ
事
蟹
で
あ
る
。

　
　
　
歴
更
と
實
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慧
七
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哲
漿
研
究
　
第
四
葺
五
十
瓢
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
　
　
　
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
イ
ス
ム
ス

そ
れ
故
に
陵
虐
主
義
は
二
つ
の
李
面
上
に
、
邸
ち
哲
學
に
託
て
用
ひ
ら
れ
る
形
式
的
な
思
惟
の
卒
面
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
哲
學
の
中
で

　
　
　
　
　
レ
　
ベ
ン

は
語
り
得
な
い
生
の
諸
内
容
の
茶
面
と
い
ふ
二
つ
の
李
面
上
で
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
人
間
及
び
哲
畢
に
封

ず
る
誤
解
で
あ
る
。
私
達
は
哲
署
す
る
場
合
、
生
の
掴
々
の
場
合
に
も
又
生
の
全
軍
に
於
て
も
反
省
的
な
態
度
で
生
そ
の
も
の
か
ら
距
離

を
取
る
。
哲
黙
す
る
と
は
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
は
思
惟
よ
り
遙
か
に
多
く
の
も
の
で
あ
る
。
思
惟
は
空
虚
で
あ
り
形
式
的
で
あ
る

が
、
正
に
そ
の
故
に
生
か
ら
の
諸
内
容
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
思
惟
は
生
の
申
に
始
ま
り
、
生
の
諸
内
容
を
反
省
を
加

へ
つ
つ
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
生
か
ら
離
れ
去
る
。
然
し
尽
し
思
惟
が
常
に
思
惟
に
の
み
留
ま
る
な
ら
ば
、
思
惟
の
究

　
　
　
　
　
　
み
ヒ
ツ

極
的
な
結
果
は
無
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
哲
學
は
究
極
に
於
て
は
生
へ
立
ち
盛
る
こ
と
に
よ
っ
て
繰
返
し
自
己
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
哲
學
が
無
に
到
達
し
た
場
合
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
鯨
計
物
と
な
る
他
は
な
い
。
然
し
生
は
常
に
更
に
前
進
す
る
。
生
は
い

つ
も
そ
の
不
明
瞭
な
現
蟹
性
と
と
も
に
現
に
此
威
に
あ
る
。
こ
の
生
の
現
蜜
を
こ
そ
私
達
は
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
現

蟹
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
私
達
の
哲
學
的
思
惟
が
常
に
新
た
に
始
ま
る
一
号
な
の
で
あ
る
。

　
哲
學
と
は
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
り
、
思
惟
の
働
き
は
空
虚
で
形
式
的
で
あ
る
。
入
園
と
は
一
つ
の
可
能
性
で
あ
り
能
力
で
あ
る
。
そ
し

て
現
賢
の
諸
内
容
が
作
り
出
す
世
界
は
そ
の
無
根
糠
性
と
偶
然
性
と
い
ふ
姿
に
於
て
人
間
に
現
は
れ
て
來
る
。
然
し
世
界
の
こ
の
無
根
襟

性
と
偶
然
性
と
の
中
か
ら
私
達
の
生
の
無
意
味
さ
が
生
じ
て
興
る
の
で
は
な
く
、
撰
号
す
る
自
由
へ
の
最
高
度
の
椹
利
主
張
が
生
じ
て
來

る
の
で
あ
る
。
選
櫟
す
る
自
由
に
於
て
私
は
私
自
身
に
就
い
て
決
断
を
下
す
。
選
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
、
い
か
に
自
分
自
身
を
理

解
し
て
み
る
か
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
、
私
の
そ
れ
に
於
て
あ
る
具
足
的
状
況
の
中
で
歴
史
的
に
私
を
理
解
し
よ
う
と
試

み
る
場
合
、
私
の
有
す
る
諸
内
容
の
偶
然
性
は
明
瞭
と
な
っ
て
來
る
。
自
己
了
解
が
そ
れ
故
こ
の
や
う
な
哲
學
の
最
高
鮎
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
は
こ
れ
を
内
在
的
理
性
哲
學
（
ぎ
ヨ
鴛
Φ
緊
⑦
＜
Φ
ヨ
巨
ぽ
運
。
。
。
。
冨
δ
）
と
名
附
け
た
い
。
哲
學
は
あ
く
ま
で
内
在
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
即
ち
世
界
智
（
ぐ
唄
①
開
≦
①
団
。
ロ
げ
㊦
謬
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
神
學
か
ら
は
明
晰
に
素
甘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聯
三
者
達
に
と
っ

て
は
、
パ
ウ
ロ
が
コ
ロ
サ
イ
人
へ
の
書
簡
に
於
て
衣
の
如
く
言
ふ
所
が
重
ん
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
『
汝
等
心
す
べ
し
、
恐
ら
く
は
キ
リ
ス



ト
に
從
は
ず
し
て
人
の
言
ひ
傳
へ
と
世
の
も
ろ
も
ろ
の
璽
力
と
に
從
ひ
、
人
を
惑
は
す
空
し
き
哲
學
も
て
汝
等
を
奪
ひ
去
る
者
あ
ら
ん
。
』

（
コ
・
サ
イ
書
目
ノ
八
）
然
し
哲
學
に
と
っ
て
慣
値
あ
る
の
は
、
理
性
は
決
し
て
、
自
分
自
身
に
嫁
し
て
、
自
己
が
最
早
理
性
で
は
な
く
信

仰
で
あ
る
と
言
ひ
聞
か
せ
る
こ
と
が
論
叢
な
い
と
い
ふ
事
柄
で
あ
る
。
若
し
私
達
が
哲
畢
的
に
生
き
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
私
達
は
自

a
が
知
る
所
の
も
の
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
欝
瞼
を
敢
へ
て
冒
さ
う
と
欲
し
な
い
人
は
信
仰
に
向
っ
て

決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
と
は
い
へ
、
歴
史
の
偶
然
が
、
歴
史
に
於
で
は
じ
め
て
自
己
の
偶
然
性
を
自
齢
し
得
る
や
う
な
立
場
に
私
達
を
置
い
た
と
い
ふ
事
柄
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
モ
　
ル
ロ
フ
ア
チ
イ

ら
、
私
達
は
再
び
一
個
の
運
命
を
取
出
し
て
こ
れ
に
た
だ
丸
煮
し
ょ
う
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
然
し
落
し
指
命
へ
の
愛
と
い
ふ
言
葉
を
使

ふ
と
す
れ
ば
、
こ
の
運
命
と
は
私
達
の
自
由
の
こ
と
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
（
課
　
酒
井
　
修
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
考
　
○
Φ
鋳
鍵
像
頃
づ
餌
二
ゆ
東
京
大
撃
教
養
學
部
教
師
）

　
附
記
　
こ
こ
に
課
忙
し
た
の
は
昨
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
五
目
か
ら
同
月
十
臨
属
ま
で
京
都
大
雄
丈
墨
型
に
於
て
「
歴
皮
と
實
存
し
と
題
し
て
行
は
れ
た

　
　
ク
ナ
ウ
ス
博
士
の
集
中
講
義
の
一
部
分
で
あ
る
。
講
義
は
ゑ
髄
と
し
て
五
章
よ
り
成
り
、
こ
こ
に
謬
欝
き
れ
た
部
分
は
そ
の
最
鍛
の
学
事
に
當
る
。
謬

　
　
戯
に
當
っ
て
は
口
篭
剛
㌶
冥
捜
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
な
ほ
謁
丈
巾
（
　
）
内
は
原
丈
中
の
抵
孤
の
内
容
を
、
〔
　
　
∪
内
及
び
（
　
）
内
の

　
　
原
語
は
意
味
補
足
の
た
め
の
附
加
を
示
す
。
（
課
者
）
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THE　OUTLINES　OF　TIE［E　MAIN

　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　OZttineげs・itch　an　a7・ticle　as　aPPears　in　f？loノ＋e彦han　one　mtmberげgh　is

inaga？iite　is　to　be　giveit　togethe2’　with　the　last　instalrnewt　of　the　aivicle

Geschichte　und　Existeftz

砂。κGerhεしrd　KaauB

　　Die　Frage　nach　derri　Sinn　der　Geschichte　ist　keine　selbstverstlindliche・

Grundfrage　der　Philosophie．　Sie　ist　selbst　historisch　bedingt　und　taucht

erst　im　Zusamrnenhang　mit　dem　Eindringen　des　christlich－eschatologischen

Denlscens　in　der　Philosophie　auf．　Die　Frage　nach　dem　Sinn　der　Gesehichte

ftihrt　immer　Uber　die　Geschichte　hinat！s．　lm　zyl〈lisch　in　sich　zurUckkeh－

renden　und　also　endlichen　Denken　der　Antike　war　darum　1〈ein　Platz　fhr’

diese　Frage．　Die　Proplietie　der　Juden　hingegen　sah　die　Geschichte　schon

von　Anfang　an　in　der　geraden　Spanne　zwischen　Sch6pfung　und　Endgericht

durch　einen　transzendenten　Gott，　und　das　neutestamentiiche　Christenturn

hat　dgrch　seine　Erwartung　der　ir（lischen　Wiederkurxft　Christi　das　abendliin－

dische　Bexvusstsein　ein　ftir　alle　mal　atrf　Clie　Zukrunft　gerichtet．　Geschichts－

philosophie　aber　entstand　erst，　als　diese　hoffend－glXubige　Heilserwartung’

sich　imユ8．　Jahrhundert　zu　einer　rat圭on滋vorausdenke裁den　Geschichts一．

betrachtung　salrularisierte．　Aus　einer　Geschichtstheologie　・　wurde・

Gesckichtsphilosophie，　als　das　heilsgeschichtliche　Denl〈en　hinter　dem

weltgeschichtlichen　im　modernen　Bewusstsein　zurticktrat．

　　Aber　diese　Herkunft　hat　zur　Folge，　dass　unser　rationales　Fragen　nach

dem　Sinn　der　Geschichte　immer　in　einem　Widerspruch　endet．　Die

rationale　Rechtfertigting　der　Geschichte　ist　eRtweder　immer　tiberhoibar

oder　macht　heimlicli　dnlelhen　bei　geschichtstranszendenten　Annahmen．

Marx，　Spengler　tind　Toynbee　leiden　an　demseiben　Widerspruch，　dass・

einerseits　die　Revoiution　oder　der　geschichtl　iche　Prozess　notwendig　ist．
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andererseits　der　Mensch　au至gefordert　wird，　die　Revolution　zu　machen

oder　den　Prozess　zu　d掻giere皿；dass　also　eiherseits　die　Geschichte　einen

（dem　mensc簸chea　Planen　und　Wo正1en　transzendenten）Sinn　schon　h翫t，

andererseits　dieser　Si㎜vom　Menschen　erst　verwirklicht　werden　muss．

Dieser　Widerspruch　liegt　am　tiefsten血unserem孤◎deme笈1　Vets搬nd皿圭s

．der　Fre呈heit　als　Selbstbestimmung．　Im　Namen（五eser　Freihei£ve「1angt　de「

moderne　Mensch，　se圭ne　Zuku難ft　po1圭t圭sch，6kopm－omisch　und　sozia1　selbst　zu

planen　und　zu　best呈mmen　tmd　im　Namep　derselbe簸Freiheit　wehrt　er

sich　gegen　jede　ra雛onale　Vorauseロtscheidu蕪g　der　Zukunft・Es　verst6sst

gegen　die　W蓑rde　der　freien　Vemunf亡，　in　eine　unbestimmte，　d漉kle

Zukunft　hine拠zulebea　und　verst6sst　gegen　die　gleiche　WUrde，11ur　ehl

vorausgew羅sstes　Schicksal　zu　erfUllen．

　　Das　einzige　Irreversible　in　der　Geschichte　ist　die　Entwicklung　der

Frelheit　und　die　Ausdehnung　unseres　Wlssens。　Dle　Erhe王lung　der

殖s宅orisch㎝Zuf瓠Hgkeit　aller　lnhake　unseres　gegenw装rtigen　Bewusstseins

bet践fft　auch　die　Zuf讃1igkeit　unseres　futuris£ischeR　geschichtliche獄Denke艶s．

Die　Fra£e　ist：We】m　wir盃chもmehr　aa（lie　transzendenten　religi6sen

Voraussetzungen　glauben，　k6imen　wir　da㎜noch　die　daraus　abgeleiteten

－Sakularisierngen　aufrecht　erhalten？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　の
　　Die　modeme　P撮osoph三e　konvergiert血der　Uberzeugung　voll　der

Freihe圭t　als　Grundbestimmu簸塞des　Mensche鍛．　Die　Antike　bestimmte　den

Menschen　von　der　Natur　aus，　der　christlicheαaube　von　Gottes　Offen－

barung　aus．　Der　modeme　Mensch　wehrt　sich　gegen　seine　lla緻rliche

Bestimrnung　und　versteht　sich　a圭s　reines　Verm6gen．　Dass　der　Mensch

freies　Vermφgen呈st，　ist　ident呈sch　da顛t，　dass　er　ganz　geschichも銭ch　ist．

Geschichtlich　he孟sst，　sich　se夏bst　in　der　Geschichte　bestimmend．　So

verstanden量st　d｛e　sy箪thetische　Natur　des　Me裁schea　also　apos℃erio1ゴsch．　Als

aphoh　bleibt簸ur　das　re圭難anεしlytische　Denken．　Darin　stimmen　die　beiden

Extreme　der　gegenw激t圭gen　Philos◎phie誼bere圭n：　die　logische　Analyse

．des　Positivismus　und　die　Existentialanalyse　H：eideggers．

　　Ohne　e量ne盆加ohsch－sy録thetische　Natur　ist　e短e　Metaphysik　aber

e量gen磁ch　unm691ich　geworden．　Der　Posi毛iv量s搬us　akzeptiert（liese　Kon－

sequenz　und　veme圭nt　a1王e　Metaphysik．　Aber　er蓑bergeht　auch　alle
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gesckichtlich－relativen，　“　exlstentiellen　”　lnkalte　und　beschrtinkt　sich　auf’

das　f◎rmale　apri面．　He圭degger　wa．rtet，　a難En（le　a11er　aエ）end1識dischen

Metaphysil〈，　auf　eiRe　neue　jnhaltliche　Offenbarung　des　Seins．

　　Die　Chance　der　Phllesophie，　als　“Weltweisheit”　verstanden，　besteht

darin，　einerseits　der　Verarmaung　zu　entgehen　（Positivismus）　und　andererseits

das　pltilosophische　Denken　nicht　mit　religt6sem　Glauben　zu　veiTwechseln・

（Jaspers）　oder　die　Wahrheit　mit　Offenbarung　（Heidegger）．

Das　lch　bei　Fichte

　　　　　　　　　ム
von　Akiraりmine

　　Seln　Hauptwerk　，，　Gruncllage　der　gesamten　Wissenschaftslehre　“　schrieb・

Fichte，　wie　er　selbst　behauptet，　als　eine　sygtematisehe　Entwicklung　des

Geistes　der　Kantischen　Philosophie．　Das　Werk　entsprang　aus　der’

Tifffe　seiner　Persdnlichkeit，　wo　ein　hei　Ses　Verlangen　nach　der　geistigen

Selbstdridigkeit　mit　einem　starken　lnteresse　ftir　die　wissenschaiitRche・

Vollstandigkeit　innigst　verbunden　waren．　Das　Eigenste　seiner　Philosophie

liegt　darin，　daes　hier　die　Bestatigung　der　Selbstdndigkeit　des　lch　und　dle

Ausbildung　des　wissenschaftlichen　Systems　eben　dasselbe　bedeuten．　Was

er　durch　die　Darstelltmg　se2nes　Systems　ztt　ei7weisen　ti“achtete，　war　doch

nichts　anderes　als　die　Freiheit　des　lch．

　　Um　sein　System　recht　zu　verstehen，　muts　man　es　genau　im　Auge

behalten，　dats　ihm　die　Erkldrung　der　Freiheit　des　lch　zugleich　die　elnzige

Aufgabe　und　die　eigentliche　Grenze　des　philosophischen　Denkens　war．

Sein　System　ist　1〈eineswegs，　wie　6fter　angenommen　worden，　eine　Me－

taphysil〈，　in　der　das　abso1ute　lch　ein　Sch6pfer　der　Welt　wdre，　sondern．

eine　wissenschafthche　Auffassting　der　GrundstiTtil〈tur　des　xKTirklichen，

e知Ld1圭cken　王ch．

　　Um　dieses　deutlich　zu　machen，　wolleR　wir　uns　wohl　auf　den　zweiten

Grundsatz　der　，，　Grundlage“　berufen．　ln　cliesem　Grundsatz　unterscheidet

unser　Philosoph　sorgialtig　die　M　5　g　1　i　c　h　k　e　i　t　und　die　W　i　r　k　｝　i　c　h　k　e　i　t

des　Setzens　des　Nlcht－lch．　Er　sagt，　in　diesem　Grundsatz　sei　ngr　einiges．
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