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超
越
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
人
間
存
在
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
へ
る
。
超
越
の
論
明
は
人
間
存
在
論
と
し
て
の
哲
學
の
一
部
、
そ
れ

　
　
の
締
括
り
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
私
の
考
を
詳
縮
に
述
べ
て
來
な
い
と
超
越
と
い
ふ
こ
と
も

　
　
十
分
に
読
け
な
い
わ
け
で
あ
る
が
そ
れ
は
他
日
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
私
の
考
へ
る
超
越
に
つ
い
て
粗
筋
を
亡
べ
る
に

　
　
止
め
る
。

　
　
　
超
越
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
超
え
ら
れ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
從
っ
て
種
々
の
意
味
を
も
つ
て
く
る
。
自
然
的
世
界
に
封
ず
る
超
自

　
　
然
、
感
性
的
な
も
の
に
封
ず
る
超
感
性
的
、
経
験
に
封
ず
る
超
経
験
的
と
い
ふ
こ
と
も
書
は
れ
る
。
有
限
に
封
ず
る
無
限
、
欄
封
に
封
ず

　
　
る
絶
封
、
現
世
世
俗
に
封
ず
る
彼
岸
或
は
榊
聖
等
も
超
越
の
意
味
を
も
つ
。
超
え
ら
れ
る
も
の
の
範
園
ま
た
は
領
域
が
は
っ
き
り
隈
界
づ

　
　
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
に
封
ず
る
超
越
の
意
味
も
明
確
と
な
る
。

　
　
　
超
越
的
な
も
の
は
内
在
的
な
も
の
に
封
し
て
し
ば
し
ば
形
而
上
學
的
に
よ
り
本
質
的
な
、
或
は
一
層
根
本
的
な
費
在
と
考
へ
ら
れ
る
。
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鋤　
　
感
性
的
世
界
は
超
感
性
的
世
界
の
現
象
に
す
ぎ
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
我
々
は
は
じ
め
か
ら
さ
う
い
ふ
想
定
の
下
に
考

　
　
へ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
超
越
の
考
方
は
さ
う
い
ふ
形
葡
上
學
的
な
立
場
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
存
在
の
中
に
超
越
的
な

　
　
も
の
へ
の
禰
は
り
を
見
出
す
考
方
も
あ
る
。
私
は
箪
に
超
越
的
な
も
の
に
向
ふ
、
そ
れ
に
關
は
る
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
、
相
懸
を
脱
け
出

　
　
る
意
味
で
、
　
「
…
…
へ
の
超
越
」
を
ま
つ
「
…
…
か
ら
の
超
越
し
か
ら
考
へ
、
そ
れ
が
人
山
に
お
い
て
い
か
に
し
て
あ
り
得
る
か
を
明
か

　
　
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
入
間
の
現
實
は
歴
史
的
肚
會
的
現
實
と
い
は
れ
る
が
、
現
實
態
と
し
て
は
殺
會
的
で
な
い
歴
史
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
歴

　
　
史
と
い
ふ
概
念
を
精
密
に
考
へ
れ
ば
翻
然
理
解
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
私
は
十
年
ば
か
り
前
京
都
哲
學
會
で
「
現
蟹
と
歴
史
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
（
エ
）

　
　
ふ
講
演
を
し
た
。
そ
の
と
き
は
主
と
し
て
認
識
論
的
な
観
購
か
ら
、
入
間
の
現
賢
全
艦
を
歴
史
の
領
域
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ

　
　
と
を
論
じ
た
。
そ
の
際
は
歴
史
と
い
ふ
警
急
膿
的
な
聯
關
に
は
い
る
ま
で
に
至
ら
な
い
、
印
ち
歴
史
と
い
ふ
領
域
の
閾
下
に
あ
る
も
の
と

　
　
し
て
、
私
的
な
も
の
、
個
人
的
主
宰
的
な
も
の
に
つ
い
て
主
と
し
て
考
へ
た
。
そ
れ
は
い
は
ば
歴
史
を
下
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

　
　
こ
で
は
む
し
ろ
歴
史
を
上
方
に
超
え
る
も
の
を
考
へ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
哲
學
研
究
、
三
百
七
十
六
號
（
昭
和
一
一
十
三
年
十
月
）
所
載
「
現
費
と
歴
史
」

　
　
　
歴
史
を
超
越
す
る
人
間
存
在
の
在
り
方
と
い
ふ
こ
と
が
明
確
な
意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
歴
史
の
領
域
が
は
っ
き
り
限
界
づ
け
ら
れ
ね

　
　
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
も
人
間
存
在
と
等
範
園
的
で
な
く
、
そ
の
内
に
そ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
が
限
界
づ
け
ら
れ
得
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
こ
の
や
う
な
こ
と
は
可
能
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
人
間
の
生
、
人
群
の
存
在
は
輩
に
自
然
的
生
物
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
文
明
或
は
文
化
を
も
ち
、
文
化
を
つ
く
り
出
す
存
在
で
あ
る
。

　
　
文
化
は
歴
史
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
。
だ
か
ら
人
聞
の
存
在
は
歴
史
的
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
と
考
へ
ら
れ

　
　
る
。
こ
の
推
論
は
一
見
決
定
的
で
あ
る
や
う
に
み
え
る
。
し
か
し
委
し
く
考
へ
て
み
る
と
必
ず
し
も
さ
う
で
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、

　
　
そ
こ
で
媒
介
と
な
っ
て
み
る
文
化
と
い
ふ
概
念
の
含
む
あ
い
ま
い
さ
に
よ
る
。
更
に
い
ま
一
つ
の
黙
と
し
て
、
入
間
の
存
在
に
お
い
て



は
、
特
定
の
存
在
の
仕
方
の
う
ち
に
育
成
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
自
己
超
越
的
に
己
れ
を
育
て
あ
げ
た
土
気
を
超
え
出
る
と
い
ふ
こ
と
が
跨

る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
實
生
活
の
必
要
か
ら
起
つ
た
も
の
が
、
そ
の
必
要
な
手
段
と
い
ふ
性
絡
を
脱
し
て
そ
れ
自
身
の
た
め
に
慮
己
醸
的

と
し
て
追
及
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
學
と
し
て
の
数
等
と
か
、
藝
術
的
な
ダ
ン
ス
な
ど
を
考
へ
て
も
そ
れ
が
分
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
實
例

に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ま
は
そ
れ
を
議
論
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
そ
の
や
う
な
可
能
性
に
注
意
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
箪
純
で
概
括
的
す
ぎ
る
考
方
に
封
ず
る
反
省
を
よ
び
起
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
文
化
の
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
に
つ
い
て
は
少
し
立
ち
入
っ
て
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
文
化

の
相
器
性
の
考
に
導
く
。
し
か
し
他
方
歴
史
的
文
化
は
横
値
の
或
は
意
味
の
現
實
化
の
個
甥
的
な
形
態
と
し
て
夫
々
に
濁
自
性
を
も
つ
と

も
考
へ
ら
れ
る
。
文
化
は
、
形
成
せ
ら
れ
た
文
化
形
象
と
し
て
は
翠
に
意
味
的
饗
象
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
歴
史
的
現

費
で
は
な
い
。
そ
の
形
象
が
あ
る
時
に
つ
く
り
出
さ
れ
る
、
ま
た
そ
れ
が
入
間
生
活
に
作
用
す
る
読
響
的
な
仕
方
が
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

文
化
人
類
學
で
は
、
満
杯
せ
ら
れ
る
生
活
や
行
動
や
の
標
式
ま
た
は
型
も
文
化
の
中
に
含
ま
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
だ
の
意
味
的
形
象
で

は
な
い
が
、
型
（
℃
暮
8
葺
）
と
し
て
み
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
ま
ま
現
實
で
は
な
く
一
つ
の
抽
象
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
一
群
の
文
化
人
類
學
者
は
、
文
化
（
∩
巳
ε
弓
。
）
を
、
動
物
的
有
機
灘
の
現
象
に
無
し
て
、
レ
ベ
ル
を
異
に
し
、
低
い
レ
ベ
ル
の
現
象
に
還
元
し

　
　
　
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
（
〉
・
ど
・
早
島
。
ぴ
窪
い
閃
齢
鵠
．
ど
。
≦
げ
そ
の
他
）
。
文
化
の
猫
欝
欝
が
文
化
の
蜜
膿
化
（
お
強
6
ρ
訟
。
ご
）
を

　
　
　
意
味
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
に
封
ず
る
反
封
が
趨
る
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
憩
い
レ
ベ
ル
の
現
象
を
有
機
膿
の
現
象
と
い
ふ
低
い
レ
ベ
ル
の
そ
れ
に

　
　
　
還
一
画
す
る
器
含
a
§
誘
彫
に
止
し
て
、
低
レ
ベ
ル
に
還
元
で
き
な
い
人
聞
の
文
化
の
在
り
方
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
は
正
し
い
。

　
　
　
　
o
や
〆
3
9
窪
即
づ
仙
麟
げ
興
げ
。
｝
回
ジ
○
臥
2
『
ρ
餌
q
㌶
o
巴
縁
〇
三
㊦
乏
。
門
3
溝
招
房
八
議
伽
鉱
坤
滋
訟
§
。
。
．
一
8
卜
ρ

　
　
　
　
文
化
人
類
學
者
は
、
文
化
を
原
始
蔑
族
と
歴
史
的
民
族
と
に
共
通
と
み
る
が
、
原
始
的
文
化
に
醸
し
て
騰
史
の
段
階
を
人
問
の
存
在
の
一
つ
の

　
　
　
新
し
い
段
階
と
み
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
様
な
共
通
的
な
文
化
の
概
念
は
抽
象
的
で
あ
る
。
文
化
人
類
學
は
純
粋
に
歴
史
的
な
學
で
は
な
く
、

　
　
　
歴
史
學
と
法
則
的
科
學
と
の
中
聞
に
在
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ド
イ
ツ
入
ワ
イ
ツ
（
曝
ダ
＜
㍉
暮
合
v
＞
纂
導
。
”
o
δ
α
q
δ
畠
巽
露
2
ρ
け
ξ
ぐ
。
，
拓
嚢
）
は
、
傅
承

　
　
　
の
確
か
な
、
即
ち
文
字
が
存
在
し
、
聚
展
の
何
か
の
鳳
標
が
意
識
せ
ら
れ
た
目
的
と
し
て
追
及
さ
れ
、
　
　
つ
の
斑
族
が
天
才
的
な
個
入
に
よ
っ
て

　
　
　
そ
の
顎
下
を
規
定
せ
ら
れ
て
る
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
歴
史
が
始
ま
る
と
し
、
人
類
學
は
歴
史
を
も
た
な
い
人
間
に
關
は
る
と
言
っ
て
み
る
。
歴

651

入
間
存
在
と
超
越

三
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四

　
　
　
史
を
こ
の
襟
に
考
へ
る
一
そ
れ
は
ト
イ
ン
ビ
…
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
一
な
ら
ば
、
原
始
民
族
の
文
化
を
含
む
文
化
の
概
念
に
よ
っ
て
歴
史
の

　
　
　
領
域
を
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
技
術
的
實
用
的
な
「
文
明
」
に
「
文
化
」
を
封
立
さ
せ
る
と
き
「
文
化
」
は
、
原
理
的
に
は
、
宗
教
、
藝
術
、
哲
學
な
ど
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
無
封
的
精
御
の
領
域
と
よ
ん
だ
も
の
に
該
算
す
る
で
あ
ら
う
。
普
通
に
は
こ
の
「
文
化
」
も
、
人
間
の
生
の
他
の
分
野
と
共
に
歴
史
に

厩
す
る
と
さ
れ
る
。
感
性
的
自
然
約
な
も
の
と
精
紳
的
文
化
と
の
中
間
に
技
術
的
文
明
の
領
域
を
お
く
場
合
に
も
、
さ
う
い
ふ
構
造
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
ま
ま
歴
史
の
構
造
と
み
ら
れ
、
從
っ
て
先
払
の
「
文
化
」
も
勿
論
歴
史
に
鵬
す
る
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
。

　
（
1
）
　
3
≧
芦
≦
．
9
2
τ
汐
N
衝
き
忌
「
○
霧
。
剛
回
陶
工
寧
§
匙
丙
三
囲
【
霧
o
N
…
o
｝
£
5
む
。
“
農
薄
雪
憎
．
鍵
。
㎞
ま
簿
ρ
囚
農
・
・
箋
｛
警
。
篇
二
亀
乏
。
匿
。
ぎ
紆
雪

　
　
　
O
o
。
・
3
三
憐
ρ
（
ω
多
鋤
蒙
乙
2
．
も
。
豆
。
豊
”
。
。
．
器
匝
）

　
文
化
の
概
念
は
こ
の
や
う
に
多
義
的
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
の
領
域
を
隈
界
づ
け
、
歴
史
に
封
ず
る
超
越
と
い
ふ
こ
と
が
意
味
を
も
つ
か

ど
う
か
の
究
明
に
は
、
文
化
の
概
念
に
た
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
端
的
に
「
歴
史
に
罵
す
る
」
或
は
「
歴
史
の
中
に
起
る
」
と

は
い
か
な
る
こ
と
か
を
隈
算
す
る
や
り
方
を
と
る
こ
と
と
す
る
。
あ
る
行
爲
ま
た
は
経
験
が
歴
史
の
「
中
に
」
起
る
と
い
ふ
こ
と
の
最
も

外
側
的
な
慧
味
は
、
そ
れ
等
が
歴
史
的
時
間
の
中
に
即
ち
歴
史
の
出
無
事
の
先
後
の
聯
關
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
へ

ば
、
あ
る
宗
教
家
の
決
定
的
な
宗
教
的
経
験
が
、
或
は
あ
る
隠
構
家
の
綱
作
が
粥
年
の
拷
月
に
な
さ
れ
た
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
人
々
も
社
會
の
中
に
、
隅
時
代
の
人
々
の
問
に
生
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
経
験
や
綱
作
の
成
立
に
つ
い
て
他
人
に
語
り
、

ま
た
は
何
か
の
形
で
の
記
録
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
限
り
で
そ
れ
の
年
代
を
確
か
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
「
歴
史
の
中
に
」

起
る
と
い
ふ
こ
と
は
こ
れ
だ
け
の
意
昧
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
次
に
、
経
験
や
翼
翼
の
外
癒
的
生
起
だ
け
で
な
く
、
そ
の
繧
験
や
行
爲
の
内
容
に
亘
っ
て
、
そ
れ
が
時
代
の
ど
の
や
う
な
状
況
に
よ
り
、

ま
た
そ
の
人
の
ど
の
や
う
な
生
活
の
経
歴
か
ら
起
り
、
ど
の
や
う
な
影
響
を
も
つ
た
か
を
問
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
う
な
問
ひ
は
学

齢
に
歴
史
的
と
い
は
れ
て
よ
い
問
ひ
で
あ
る
。
し
か
し
さ
う
い
ふ
状
況
、
動
機
、
影
響
の
理
解
、
騨
ち
そ
の
や
う
な
作
眉
聯
爾
の
理
解
に



よ
っ
て
た
だ
ち
に
そ
の
宗
教
的
繧
験
や
藝
術
制
作
の
本
質
的
意
味
が
理
解
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
二
つ
を
同
一
化
す
る
こ
と
は
、
十

九
世
紀
末
細
來
心
理
主
義
と
方
向
を
岡
じ
く
す
る
歴
史
主
義
と
し
て
批
側
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
様
な
作
用
的
聯
關
か
ら
の

理
解
が
ま
さ
し
く
歴
史
的
理
解
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
更
に
、
宗
教
的
経
験
や
藝
術
制
作
の
内
容
的
實
質
を
も
読
明

し
虫
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
歴
史
的
理
解
の
立
場
を
越
え
た
噺
定
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
前
史
の
中
に
」
の
い
ま
一
つ
の
見
方
は
形
禰
上
船
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
い
て
起
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
す
べ
て
歴
史
の
根
概

に
あ
る
創
造
的
原
理
の
或
は
歴
史
の
根
源
的
形
而
上
學
的
主
膿
の
慮
己
費
現
の
作
用
で
あ
る
と
考
へ
る
。
こ
の
方
向
の
考
方
に
も
、
か
な

り
素
朴
な
立
場
の
も
の
か
ら
、
根
當
に
深
く
は
い
っ
た
考
方
の
も
の
ま
で
種
々
あ
る
が
、
歴
史
過
程
を
搬
展
と
考
へ
、
そ
の
議
展
の
中
に

繧
濟
や
政
治
の
現
象
を
も
、
道
徳
翰
墨
宗
教
を
も
、
劔
ら
か
の
仕
方
で
全
膿
的
に
醐
聯
さ
せ
て
含
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
ゐ

（
1
）

る
。
こ
の
方
向
は
、
密
封
的
な
も
の
を
歴
史
の
彼
岸
に
お
い
た
り
、
救
濟
の
歴
史
を
は
っ
き
り
と
人
問
の
世
俗
的
歴
史
と
畷
輸
し
た
り
す

る
二
元
的
立
場
に
封
し
ご
兀
的
立
場
と
い
っ
て
よ
か
ら
う
。

（
1
）
　
へ
…
ゲ
ル
は
蠣
理
を
歴
史
に
内
在
化
せ
し
め
、
歴
史
の
過
程
を
理
性
の
霞
己
實
現
と
み
る
。
し
か
し
彼
に
お
い
て
歴
史
は
本
質
的
に
國
家
の
歴

　
　
吏
で
あ
り
、
人
聞
の
理
牲
的
本
質
は
囲
家
の
歴
史
的
機
展
に
お
い
て
費
鎖
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
か
や
う
な
歴
史
は
客
観
的
精
紳
の
領
域
で
あ
る
。

　
　
主
観
的
精
紳
の
道
徳
的
寒
教
的
な
「
抽
象
的
篇
臆
面
性
が
世
界
史
の
領
域
外
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
慈
愛
に
お
け
る
内
的
自
由
と
外
的
肉
己
の

　
　
合
一
す
ら
も
、
内
容
的
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
達
成
せ
ら
れ
る
自
由
と
満
足
と
は
膚
限
的
で
あ
り
、
國
家
生
活
に
お
い
て
實
現
せ
ら

　
　
れ
る
原
理
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
一
二
的
で
二
戸
的
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ふ
。
そ
こ
で
彼
は
客
観
的
糖
紳
と
磁
別
せ
ら
れ
た
絶

　
　
封
的
精
紳
の
領
域
を
考
へ
る
の
で
あ
る
。
（
麟
。
σ
q
3
＞
霧
藩
。
甑
ぎ
×
“
O
o
・
郎
。
◎
－
り
）

　
　
　
歴
史
に
つ
い
て
の
こ
の
や
う
な
色
々
な
考
方
に
無
し
、
我
々
は
で
き
る
だ
け
正
確
に
歴
史
の
領
域
を
心
界
づ
け
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
そ
の
限
界
づ
け
の
た
め
に
は
凝
望
の
領
域
の
構
造
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
歴
史
が
敵
會
的
総
構
膿
的
な
生
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
得
な
い
。
し
か
し
軍
な
る
枇
熱
性
は
動
物
に
も
認
め
ら
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澱6　
　
れ
る
。
は
っ
き
り
し
た
意
味
で
．
歴
史
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
記
臆
を
も
ち
、
未
來
を
配
慮
し
、
還
的
に
從
っ
て
行
動
す
る
だ
け
で
な
く
、

　
　
そ
の
行
動
の
様
式
を
次
の
世
代
に
縛
へ
る
こ
と
の
で
き
る
人
閥
に
し
か
な
い
。
あ
る
暫
學
者
た
ち
は
、
自
然
状
態
か
ら
歴
史
へ
の
移
り
行

　
　
き
を
質
的
に
新
し
い
段
階
の
始
ま
り
と
考
へ
て
る
る
（
ヵ
ン
卦
、
フ
ィ
ヒ
テ
等
）
。
文
化
人
類
學
で
も
、
上
述
し
た
や
う
に
原
始
文
化
と
歴
史

　
　
文
化
と
い
ふ
や
う
な
蔽
励
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
い
つ
ど
う
し
て
歴
史
が
始
ま
っ
た
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
心
落
に
書
へ
る
も
の

　
　
で
は
な
い
が
、
傾
向
と
し
て
、
或
は
理
念
型
的
に
、
過
去
の
習
慣
に
支
配
せ
ら
れ
る
駄
態
か
ら
、
未
來
へ
眼
を
向
け
何
か
の
銘
的
、
計
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
を
も
ち
、
・
瞬
己
の
意
志
に
よ
っ
て
行
動
す
る
状
態
へ
の
移
行
を
、
特
に
歴
史
の
成
立
の
く
ぎ
り
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
（
1
）
　
（
、
h
算
頃
。
ぎ
零
巳
ポ
O
垂
（
“
三
島
【
愚
姦
○
鵠
。
豆
副
…
ρ
も
。
・
謬

二

　
習
償
は
、
泰
然
と
文
化
、
自
然
と
綴
喜
の
接
合
帯
で
あ
る
。
外
的
薦
戦
に
封
ず
る
木
能
的
な
反
掌
と
し
て
行
動
の
型
を
も
習
慣
と
み
れ

ば
習
蝦
は
動
物
に
も
あ
る
。
入
聞
に
お
い
て
も
行
動
の
基
に
は
衝
動
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
傳
へ
ら
れ
學
ば
れ
る
行
動
の
祉
會
的
な
型

が
成
り
立
つ
と
い
ふ
こ
と
が
注
目
す
べ
き
轍
で
あ
る
。
か
や
う
な
習
儂
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
衝
動
灘
足
の
仕
方
の
献
倉
化
人
富
盛
で
あ

る
。
習
慣
は
行
動
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
信
念
や
評
儂
な
ど
の
意
識
の
仕
方
を
も
規
定
す
る
。
慣
習
は
社
愈
的
な
生
活
の
様
式
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
必
ず
外
的
な
表
現
を
俘
ふ
。
そ
れ
が
種
々
に
分
化
し
組
織
さ
れ
て
胱
愈
的
な
制
度
と
な
っ
て
ゆ
く
。
種
々
の
回
塁
§
鶉
賦
9
雛

は
固
定
化
し
た
慣
習
の
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
て
よ
い
。

　
慣
習
は
、
そ
れ
の
行
は
れ
る
馳
會
の
成
員
に
封
、
し
て
服
從
を
要
求
す
る
性
質
忽
ち
支
配
の
力
、
威
力
を
も
つ
。
支
・
配
力
に
は
常
に
そ
の

カ
の
正
當
性
の
保
謹
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
俘
ふ
。
原
鉢
前
會
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
宗
教
的
、
悪
蒲
の
形
を
と
る
。
騨
ち
慣
習
の
背
後
に
宗
教

的
な
カ
が
感
梼
的
に
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
等
か
の
具
艦
的
な
物
一
－
シ
ム
ボ
ル
に
結
び
つ
く
。
と
こ
ろ
で
慣
習
の
綱
度

化
は
、
祉
會
を
分
化
し
、
宗
教
的
威
力
の
特
定
の
据
ひ
手
（
部
族
の
薩
長
、
魔
術
師
篤
、
）
が
で
き
て
來
る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
支
配
者
た
ち



は
、
慣
習
の
支
配
の
据
ひ
手
で
あ
る
限
り
、
自
ら
の
創
意
と
慧
志
に
よ
っ
て
、
砒
會
生
還
の
新
し
い
仕
方
を
う
ち
立
て
ば
し
な
い
。

　
動
的
な
文
明
の
成
立
に
は
静
止
的
慣
蟹
を
打
破
す
る
特
定
の
欄
入
の
翻
意
的
活
動
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
よ
く
雷
は
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
設
は
正
し
い
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
砒
會
の
薪
し
い
騰
綱
の
樹
立
と
な
る
た
め
に
は
、
軍
に
創
造
的
活
動
と
い
ふ
だ
け
で
は
な

く
、
成
員
を
新
し
い
方
陶
へ
動
か
し
て
ゆ
く
力
と
方
策
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
合
意
に
よ
る
に
せ
よ
強
剃
に
よ
る
に
せ
よ
、

入
閥
の
意
志
と
馳
會
を
支
配
す
る
力
と
の
結
び
つ
き
、
入
間
の
蛮
意
と
意
志
に
よ
る
肚
愈
丈
配
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
多
く
の
部
族
が

合
併
し
て
つ
く
ら
れ
る
國
家
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
的
に
國
家
が
い
つ
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ

る
が
、
理
念
型
的
に
云
っ
て
、
縁
家
の
基
礎
に
は
、
人
間
の
意
志
、
計
書
性
を
も
つ
行
爲
が
あ
り
、
何
等
か
の
仕
方
で
こ
れ
が
一
定
の
駄

會
で
公
認
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
腰
家
を
入
問
の
自
然
性
に
基
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
し
な
が
ら
、
ポ
リ
ス
を
維
成
し
た
特
定
の
個
人
を
認
め
て
み
る
の
は
興
味
あ
る
こ
と
と
思
ふ
。

（
1
）
　
〉
募
δ
酔
鉱
2
”
℃
o
｝
…
浄
欝
囲
．
凝
（
郎
紹
げ
）

　
國
家
は
意
志
共
嗣
髄
と
い
は
れ
る
。
エ
ド
ア
ル
ト
・
マ
イ
ヤ
…
は
國
家
概
念
の
不
可
歓
の
契
機
の
う
ち
に
意
志
の
統
一
と
公
認
せ
ら
れ
た
法
規
と

　
を
あ
げ
て
み
る
。
（
圏
劉
寓
。
躍
0
5
0
0
の
。
『
堅
〉
一
｛
〇
二
．
剖
一
）

　
　
多
く
の
法
規
が
習
慣
法
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
道
徳
的
内
容
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
國
の
法
規
と
し
て
公
捜
す
る
こ
と
は
た
だ
傳

　
承
に
從
ふ
と
い
ふ
だ
け
で
は
な
い
。
法
律
の
設
定
に
も
承
認
に
も
概
念
的
に
意
志
の
契
機
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
慣
習
の
支
配
を
破
る
嫁
入
の
猫
翻
的
活
動
は
國
家
的
支
配
の
形
で
な
く
、
精
榊
的
教
化
、
指
導
と
し
て
現
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か

　
　
し
強
制
と
力
に
よ
る
支
配
は
痛
事
に
本
質
的
で
あ
る
。
勿
論
尊
家
の
成
立
に
よ
っ
て
宗
教
的
傳
承
的
な
慣
習
の
支
配
が
一
學
に
、
人
間
の

　
　
意
志
的
交
配
に
移
る
わ
げ
で
は
な
い
。
多
く
の
古
代
國
家
に
お
い
て
は
支
配
者
は
傳
承
的
な
宗
教
儀
式
や
慣
習
に
手
を
穫
れ
ず
、
そ
れ
を

　
　
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
宗
教
的
椹
威
に
慮
己
を
合
一
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
支
配
の
力
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
興
へ
、
そ
の
カ
を
強
め
た

　
　
の
で
あ
る
。
し
か
し
紅
炉
や
「
融
の
捷
」
が
公
認
せ
ら
れ
、
そ
れ
の
實
施
が
物
理
的
な
力
に
よ
っ
て
強
引
せ
ら
れ
る
限
り
、
支
配
す
る
力
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を
も
つ
意
志
が
加
は
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
1
）
　
9
醐
岱
・
銀
○
罵
♪
0
2
6
窯
0
7
酌
。
亀
塁
〉
一
件
興
ε
B
。
。
り
一
》
巖
ω
●
憎
一
¢

　
　
　
　
　
　
　
ζ
鋤
。
ご
0
5
臼
、
冨
菖
。
号
岳
し
・
3
8
Ψ
や
心
O

八

　
歴
史
の
領
域
の
隈
界
づ
け
に
つ
い
て
、
我
々
は
殿
會
的
作
用
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
人
間
の
意
志
的
自
蛮
的
行
爲
の
戒
立
を
考
へ
、
そ

こ
で
國
家
と
い
ふ
も
の
に
行
き
當
つ
た
。
國
家
を
通
し
て
の
作
用
は
、
カ
に
よ
る
支
配
で
あ
る
。
文
化
零
露
的
立
場
に
お
い
て
し
ば
し
ば

歴
史
的
生
に
お
け
る
力
、
権
力
の
要
素
が
閑
却
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
歴
史
的
な
作
用
性
が
、
肥
壷
的
な
効
果
を
も
つ
作
用
性
で
あ
る
限
り

カ
の
要
素
の
重
要
性
を
無
親
し
て
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
人
間
が
瀧
會
に
生
き
て
み
る
減
り
、
力
に
よ
る
支
配
は
人
間
に
封
ず
る
制
度

化
さ
れ
た
支
配
と
し
て
、
多
く
の
場
合
に
國
家
的
政
治
的
支
配
の
形
を
と
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
勿
論
私
は
歴
史
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
と
し
て
揚
蓋
の
政
治
的
支
配
が
最
も
根
本
的
で
あ
る
と
か
、
根
本
的
な
歴
史
が
政
治
史
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
集
團
と
し
て
の
人
間
を
支
配
す
る
力
と
し
て
も
、
國
家
の
そ
れ
の
外
に
宗
教
的
な
カ
も

あ
り
、
教
育
に
よ
る
教
化
の
カ
も
あ
る
。
歴
史
を
動
か
す
作
用
性
を
何
か
唯
一
の
も
の
に
還
元
す
る
考
へ
方
は
裁
断
で
し
か
な
い
。
我
々

の
立
場
で
は
、
カ
は
何
か
實
騰
的
な
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
身
寄
を
も
つ
人
面
の
行
爲
の
動
機
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
行
爲
の
特
殊

の
方
向
づ
け
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
記
蓮
的
に
用
ひ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。

　
歴
史
に
お
い
て
は
置
忘
は
行
爲
と
し
て
そ
れ
自
身
で
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
か
共
同
騰
の
う
ち
に
生
ぜ
ら
れ
る
結
果
と

の
關
係
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
だ
か
ら
歴
史
に
お
け
る
行
爲
は
、
夫
々
の
人
間
の
人
格
に
繁
し
て
で
は
な
く
、
駄
心
的
結
果
を
生
ず
る
や

う
な
行
爲
と
し
て
、
石
岡
灘
的
作
業
性
へ
の
閥
係
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
歴
史
的
行
爲
は
機
能
的
な
意
味
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で
形
成
作

用
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
精
霊
史
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
云
は
れ
る
場
合
も
、
そ
の
精
々
は
共
同
謄
的
な
精
紳
で
あ
る
。

　
入
間
が
読
響
を
も
つ
存
在
者
で
あ
る
限
り
、
歴
史
に
お
け
る
入
閣
の
行
爲
も
欲
望
や
衝
動
に
無
爵
係
に
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
歴
史
的
継
會
に
お
い
て
は
欲
望
の
長
足
、
衝
動
の
潔
斎
は
入
間
的
に
殺
會
化
さ
れ
た
形
を
と
る
。
家
族
、
結
婚
、
生
産
、
所
有
等
み
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な
さ
う
で
あ
る
。
即
ち
何
等
か
の
組
織
、
制
度
と
結
び
つ
い
て
な
さ
れ
る
。

　
歴
史
的
な
生
産
物
に
つ
い
て
文
化
形
象
と
外
的
就
會
画
学
織
と
を
別
け
て
考
へ
る
人
も
あ
る
が
、
文
化
活
動
を
軸
捻
に
就
會
に
生
活
す

る
人
問
の
行
動
と
し
て
み
れ
ば
、
杜
會
的
な
生
活
の
條
件
を
離
れ
た
文
化
活
動
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
分
業
、
身
分
、
階
級
と
い
ふ
や
う

な
経
濟
的
瀧
會
的
條
件
、
職
業
的
活
動
と
そ
の
報
酬
に
關
す
る
契
約
と
そ
れ
の
保
識
と
い
ふ
や
う
な
綱
度
的
笠
懸
を
無
親
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
等
は
計
較
的
に
外
面
的
條
件
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
加
へ
て
更
に
次
の
こ
と
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
種
々

の
文
化
的
活
動
は
特
定
の
甦
會
に
お
け
る
特
定
の
世
代
の
中
で
起
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
世
代
の
具
罷
的
漁
況
に
慮
ず
る
特
定
の

様
式
が
成
り
立
っ
て
択
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
重
要
な
こ
と
で
し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
化
的
形
成
が
穀
會
に
影
響

し
、
　
一
つ
の
流
行
を
生
む
だ
け
で
な
く
、
受
け
容
れ
る
公
衆
か
ら
の
制
作
者
へ
の
逆
影
響
も
あ
る
。
そ
の
や
う
に
し
て
文
化
的
形
成
も
歴

史
の
作
用
聯
關
の
中
に
ま
き
こ
ま
れ
る
。

　
こ
の
黙
か
ら
見
る
と
、
文
化
的
形
成
は
歴
史
の
中
に
成
り
立
つ
就
心
的
な
歴
史
的
形
成
騰
に
か
か
は
る
も
の
と
し
て
、
醗
度
的
な
も
の

と
共
通
す
る
面
を
も
つ
。
そ
こ
で
私
は
ま
つ
こ
の
面
に
つ
い
て
考
へ
、
文
化
的
形
成
の
猫
自
な
面
は
後
で
別
に
考
へ
る
こ
と
に
す
る
。

　
歴
史
の
中
に
成
り
立
つ
譲
欄
度
は
、
時
代
ま
た
は
仁
山
の
特
定
の
状
況
の
中
に
成
り
立
ち
、
そ
こ
で
の
必
要
又
は
課
題
に
慮
ず
る
も
の
、

そ
こ
で
の
要
求
に
封
ず
る
解
決
の
企
て
の
意
味
を
も
つ
。
そ
の
要
求
の
現
は
れ
方
、
そ
れ
に
封
ず
る
解
決
の
仕
方
は
ど
ち
ら
も
時
代
と
就

會
と
の
状
況
に
依
存
し
、
從
っ
て
そ
の
場
の
暫
定
盤
相
封
性
を
逸
れ
な
い
。
出
來
上
っ
た
文
物
、
翻
度
の
支
配
下
に
は
種
々
な
異
る
欲
求

を
も
つ
人
閥
が
居
り
、
ま
た
新
し
い
世
代
に
は
ち
が
っ
た
欲
求
が
生
れ
て
継
る
。
そ
の
や
う
に
し
て
少
く
と
も
一
部
の
入
間
に
と
っ
て
既

成
の
鰯
度
文
物
は
十
分
に
満
足
を
與
へ
ず
、
そ
の
捌
度
の
支
配
は
力
を
俘
ふ
こ
と
の
た
め
に
真
逆
と
思
は
れ
る
墜
迫
を
感
ぜ
し
め
る
。
そ

こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
ふ
や
う
な
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
椙
封
的
有
隈
性
が
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
「
歴
史
の
す
べ
て
の
形
態
は
、
存

在
の
萎
縮
と
屈
從
、
充
さ
れ
な
い
渇
望
に
つ
き
ま
と
は
れ
て
み
る
。
何
よ
り
も
、
精
紳
的
身
醗
的
存
在
者
の
共
存
か
ら
は
擢
力
の
關
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
ζ
知
。
匿
く
の
魯
鋤
け
鼠
器
。
）
が
ど
う
し
て
も
除
外
し
得
な
い
こ
と
の
た
め
に
」
。
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私
は
歴
史
の
領
域
を
特
徴
づ
け
る
の
に
祉
會
的
な
作
磁
性
と
い
ふ
概
念
を
用
ひ
た
。
そ
の
意
味
で
歴
史
は
作
網
聯
關
の
領
域
と
い
っ
て

（
1
）

よ
い
。
そ
れ
で
一
つ
の
行
爲
の
内
的
な
動
機
、
心
情
は
そ
の
も
の
と
し
て
、
即
ち
そ
の
質
的
な
特
殊
性
に
お
い
て
は
歴
史
に
薦
さ
な
い
。

ま
た
一
つ
の
行
爲
の
内
的
本
質
的
意
義
或
は
償
観
も
ま
た
濃
密
な
意
味
で
歴
史
に
厨
さ
な
い
。
こ
の
黙
が
明
か
に
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
か
ら
歴

史
主
蒸
…
に
か
ら
ま
る
多
く
の
思
想
的
混
働
が
起
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
デ
ィ
ル
タ
イ
は
作
騰
聯
聡
の
概
念
を
霞
采
聯
驕
に
顔
立
さ
せ
て
る
る
が
、
こ
れ
は
霞
然
科
學
に
封
ず
る
聯
繋
科
學
と
い
ふ
彼
の
立
場
か
ら
來
る

　
　
　
の
で
、
人
問
の
呉
盤
的
在
り
方
を
考
へ
る
い
ま
の
場
合
そ
の
や
う
な
舗
限
を
お
く
必
要
は
な
い
。

　
一
つ
の
愚
心
が
歴
史
的
紅
愈
的
に
行
事
者
自
身
の
意
國
し
た
通
り
の
結
果
を
生
じ
な
い
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
る
。
行
爲
の
結
果
は
、

與
へ
ら
れ
た
賦
況
の
下
に
、
行
爲
者
廓
身
と
は
意
志
や
臼
的
を
異
に
す
る
多
く
の
人
々
を
含
む
甦
會
の
中
で
起
る
。
棚
経
者
の
猜
勢
の
判

断
が
正
し
く
、
彼
の
礎
鐙
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
そ
の
遍
切
さ
の
度
含
に
癒
じ
て
比
較
的
に
意
醐
に
近
い
結
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、

そ
れ
は
た
だ
比
較
的
絹
封
的
に
止
る
。
心
情
と
結
果
と
の
く
ひ
遽
ひ
に
つ
い
て
は
今
更
設
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
作
用
聯
關
と
し
て
の
歴



　
　
史
に
お
い
て
は
、
行
爲
は
輩
に
行
爲
と
し
て
で
な
く
、
共
同
膿
に
お
け
る
成
果
を
生
じ
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
の
綴
史
的
形
威
作
用
の
意

　
　
昧
を
も
つ
。
そ
の
霜
道
徳
の
立
場
と
異
る
。
道
徳
の
立
場
で
、
行
爲
を
歴
史
的
形
成
作
溺
と
み
る
こ
と
は
立
場
の
混
同
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
　
道
徳
の
立
場
で
は
行
爲
1
7
山
つ
い
て
絶
封
性
を
要
求
す
る
こ
と
が
意
味
を
も
つ
が
、
歴
史
的
作
用
盤
は
つ
ね
に
相
封
的
で
あ
る
。

　
　
　
作
用
性
と
い
ふ
こ
と
は
物
的
な
も
の
を
含
む
、
或
は
人
間
の
實
生
活
の
必
要
に
關
す
る
、
作
用
だ
け
に
限
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ

　
　
ら
う
。
精
心
的
な
主
膿
か
ら
主
膿
へ
の
傳
蓮
教
化
と
し
て
の
作
絹
挫
も
考
へ
ら
れ
る
。
宗
教
の
傳
播
や
哲
學
思
想
や
藝
衛
の
影
響
な
ど
は

　
　
ど
う
か
。
そ
れ
は
魂
か
ら
塊
へ
の
傳
蓮
と
も
い
へ
る
が
、
魂
の
更
新
、
世
界
概
の
愛
革
は
や
が
て
杜
愈
的
な
作
用
牲
を
俘
っ
て
來
る
の
で

　
　
は
な
い
か
。
我
々
は
こ
こ
で
た
し
か
に
歴
史
的
な
作
立
聯
驕
に
つ
い
て
の
、
根
本
的
な
重
要
な
問
題
に
當
面
す
る
。
し
か
し
宗
教
的
儒
仰

　
　
が
一
人
の
人
闘
の
魂
を
捉
へ
る
に
は
、
受
け
容
れ
る
人
の
側
で
そ
れ
に
甥
す
る
準
備
が
で
き
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
は
恩
綴
に

　
　
よ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
藝
術
的
な
新
し
い
感
覚
の
閥
輩
が
先
駆
的
藝
術
家
の
創
作
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
と
い
ふ
と
き
も
、
受
容
者
に
そ
れ

　
　
だ
け
の
感
受
性
が
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
で
な
い
傳
播
や
流
行
は
、
純
緯
性
の
何
等
か
の
喪
失
、
從
っ
て
導
俗
化
と
な
ら
ざ
る
を
得

　
　
な
い
で
あ
ら
う
。
時
代
の
要
求
に
こ
た
へ
る
と
い
ふ
こ
と
も
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
要
求
が
翠
に
「
晦
代
的
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
　
そ
の
要
求
を
充
た
す
限
り
で
の
倉
船
や
影
響
は
、
時
代
と
共
に
過
ぎ
去
る
か
、
ま
た
は
砒
會
的
力
と
し
て
硬
化
し
た
も
の
と
な
る
で
あ
ら

　
　
う
。

　
　
　
宗
教
の
儒
仰
や
哲
學
の
思
想
は
、
そ
れ
等
が
そ
の
創
始
者
に
お
い
て
時
俗
の
相
封
性
を
越
え
た
本
質
精
留
は
根
源
性
を
も
つ
も
の
で
あ

　
　
る
場
合
、
そ
れ
を
純
粋
な
形
で
受
け
容
れ
る
の
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
の
全
的
な
受
容
或
は
そ
れ
に
よ
る
徹
底
的
な
啓
尊
爵
心
は

　
　
選
ば
れ
た
少
数
者
に
し
か
及
ば
な
い
で
あ
ら
う
。
卑
近
で
切
干
な
生
活
上
の
諸
欲
求
に
追
は
れ
る
大
衆
の
中
に
そ
れ
を
貫
透
し
、
祉
會
的

　
　
に
一
般
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
元
の
も
の
の
純
粋
性
を
薄
め
て
仁
摩
に
受
け
容
れ
易
い
形
に
妥
協
す
る
か
、
鋼
集
約
な
力
を
か
り
て
外
面

　
　
心
服
從
を
求
め
る
外
な
い
。
さ
う
な
れ
ば
そ
れ
は
、
購
時
代
の
中
で
車
争
ふ
と
こ
ろ
の
現
世
的
相
劇
的
な
諸
蓮
動
の
一
つ
に
ま
で
降
り
下

　
　
つ
て
掌
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
我
々
が
歴
史
的
な
経
験
に
よ
っ
て
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
疇
単
勝
と
叡
蟹
性
、
自
然
と
恩
寵
と
い
ふ
や

59
6
　
　
　
　
　
人
問
存
在
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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一
二

う
な
二
元
性
を
人
間
に
お
い
て
認
め
る
哲
學
の
見
方
も
こ
こ
で
想
ひ
起
さ
れ
る
。
自
然
を
超
え
た
恩
寵
と
か
叡
智
性
と
か
と
い
は
れ
る
も

の
は
、
我
々
の
問
題
聯
關
で
は
歴
史
の
普
通
の
経
過
か
ら
の
超
出
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
作
用
性
を
現
世
的
な
作
用
性

と
す
れ
ば
、
超
越
か
ら
の
働
ら
き
か
け
も
、
歴
史
的
作
用
性
と
し
て
現
は
れ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
の
作
用
聯
蘭
に
引
き
込
ま
れ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

　
歴
史
に
お
け
る
作
周
嫉
は
世
俗
的
と
薫
る
べ
き
で
は
な
く
、
世
俗
と
超
世
俗
と
の
野
方
に
わ
た
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
ふ
反

言
論
が
起
る
で
あ
ら
う
。
私
も
こ
の
反
訳
論
者
の
い
ふ
や
う
な
歴
史
観
の
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
そ
れ
は
歴
史
を
神
秘
化
し
宗
教
化
す
る

も
の
で
、
行
掛
と
そ
の
肚
會
的
影
響
と
い
ふ
こ
と
か
ら
歴
史
を
考
へ
る
私
は
そ
れ
を
と
ら
な
い
。
「
世
俗
」
と
か
「
現
世
」
と
か
の
語
は

す
で
に
宗
教
的
含
意
を
も
つ
。
我
々
と
し
て
は
鮭
會
的
現
實
の
作
用
聯
溺
と
し
て
の
歴
史
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
上
述
の
こ
と
の
具
膿
的
な
例
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
世
俗
の
制
度
、
椹
力
と
の
瀾
係
を
と
っ
て
み
る
。
榊
の
國
は
こ
の
世
の
も
の
で

は
な
い
、
カ
イ
ザ
ー
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ー
に
と
イ
エ
ス
は
教
へ
て
る
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
至
心
を
考
へ
る
と
き
、
信
巻
の
共
同
艦

と
し
て
の
轡
の
國
は
は
っ
き
り
と
地
上
の
國
と
颪
落
せ
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
信
徒
も
就
會
に
生
活
す
る
者
で
あ
る
以
上
、
隠
然
的
組
織
の

中
に
身
を
投
じ
、
批
俗
に
か
か
は
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
そ
れ
故
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
純
粋
性
を
保
つ
た
め
に
は
こ
の
世
俗
化
の
傾

向
に
封
し
て
絶
え
ず
職
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
會
は
組
織
と
制
度
を
通
し
て
現
世
的
な
支
配
と
も
つ
れ
合
っ
た
が
そ
れ
に
補
し

て
は
中
世
に
お
い
て
も
種
々
の
形
で
の
反
数
蓮
動
が
起
っ
て
る
る
。
ル
タ
…
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
魂
の
支
配
と
、
君
主
や
官
憲
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

地
上
的
支
配
と
を
酸
胴
し
、
夫
々
の
領
域
を
越
え
て
の
干
渉
や
容
隊
を
は
げ
し
く
非
難
し
た
。
し
か
し
人
闇
の
現
賢
に
お
い
て
は
魂
の
こ

と
が
ら
と
授
爵
や
そ
れ
に
つ
な
が
る
地
上
的
な
必
要
、
利
害
、
所
有
支
配
等
の
蘭
係
が
も
つ
れ
念
ふ
こ
と
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
歴
史
に

お
け
る
作
用
性
は
根
語
的
で
あ
る
。
教
會
が
緻
俗
に
働
き
か
け
る
と
き
、
世
俗
か
ら
の
反
作
翔
が
つ
ね
に
教
會
に
は
ね
返
っ
て
來
て
教
會

は
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
ル
タ
…
の
雷
明
に
も
拘
ら
ず
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
習
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　
（
王
）
　
「
世
俗
的
な
官
擢
に
從
ふ
べ
し
」
と
い
ふ
ル
タ
ー
の
提
雷
は
融
の
國
と
世
俗
の
園
と
の
酸
劉
の
上
に
立
っ
て
る
る
。
び
戸
二
ず
。
び
く
。
コ
≦
血
無
6
ン
窪



○
ぴ
。
鱒
魚
計
三
〇
≦
o
謬
ヨ
餌
鵠
一
酬
環
O
o
7
0
肘
薬
ヨ
・
・
α
ン
三
集
ぴ
q
。
・
o
…
・
ロ
マ
書
十
三
、
　
一
五
に
封
ず
る
バ
ル
ト
の
解
語
も
根
本
的
に
は
嗣
じ
立
場
で
あ
る
。

湾
・
ゆ
9
箕
欝
菊
α
野
禽
げ
ユ
。
語
Q
り
・
轟
①
頓
歴
牧
師
で
政
治
家
で
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
り
ヒ
。
ナ
ウ
マ
ン
（
切
「
δ
h
o
艶
δ
憎
労
亀
α
q
δ
鍋
q
。
’
○
ξ
鼓
窪
ε
ヨ

質
瓢
侮
も
陰
鐘
碧
）
は
、
彼
猫
特
の
立
場
か
ら
ル
タ
…
の
主
張
の
正
當
さ
を
認
め
て
み
る
。

　
教
會
が
何
か
政
治
的
馳
會
的
な
こ
と
が
ら
に
面
し
て
あ
る
立
場
を
と
っ
て
介
入
す
る
以
上
、
ト
レ
ル
チ
が
書
っ
て
み
る
や
う
に
、
現
存

す
る
就
會
無
量
や
現
行
の
法
規
と
あ
る
程
度
の
妥
協
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
實
の
権
力
へ
の
協
力
又
は
抵
抗
の
姿
勢
を
と
る
こ
と

　
　
　
　
（
1
）

は
懸
れ
な
い
。
一
た
び
さ
う
な
っ
た
以
上
そ
れ
は
多
く
の
法
的
政
治
的
立
場
の
事
ひ
の
中
に
一
つ
の
方
向
と
し
て
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
（
1
）
　
↓
δ
色
ヨ
。
7
0
霧
。
。
δ
幽
。
・
o
｝
で
。
｝
三
。
・
艶
。
ぎ
2
効
ε
「
門
9
窪
厳
重
瓢
霧
ヨ
鼠
2
器
唱
δ
賦
零
2
讐
ξ
お
。
簿
‘

　
キ
．
一
ル
ケ
ゴ
…
ル
は
、
現
世
で
勢
力
を
得
た
「
勝
ち
誇
る
教
愈
」
と
い
ふ
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
の
精
紳
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
醜
理
を
、
結
果
に
よ
っ
て
、
獲
得
せ
ら
れ
た
會
衆
、
組
合
に
よ
っ
て
判
断
す
る
考
方
で
あ
る
と
い
ふ
。
眞
の
教
會
は

「
戦
ふ
教
會
篇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
戦
ひ
と
は
各
々
の
個
人
が
個
人
と
し
て
、
自
己
の
中
で
キ
リ
ス
ト
を
謹
し
す
る
た
め
に

す
る
試
煉
の
戦
ひ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
教
生
が
こ
の
世
で
勝
ち
を
得
た
り
と
す
る
と
き
は
悲
し
む
べ
き
か
な
。
そ
の
と
き
は
教
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
勝
つ
た
の
で
は
な
く
世
が
勝
つ
た
の
で
あ
る
」
と
彼
は
書
っ
て
み
る
。

　
（
1
）
　
Q
り
．
閑
凶
。
鋳
。
σ
q
鋤
錠
9
団
ぎ
離
げ
二
誤
瞬
団
ヨ
O
ξ
団
』
・
8
鴛
¢
ヨ
．
　
（
嗣
げ
。
冠
幹
く
。
識
国
マ
。
・
似
β
）
◎
り
．
誠
窃
こ
れ
は
勿
論
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
な
い
。
他
の
宗
教

　
　
　
で
も
岡
襟
で
あ
る
。

囚

　
　
　
歴
史
に
お
い
て
は
行
爲
を
そ
れ
が
何
を
結
果
し
た
か
に
よ
っ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
が
本
質
的
で
あ
る
。
人
間
の
行
爲
は
状
況
に
お
け
る

　
　
行
学
で
あ
り
、
状
況
は
過
去
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
あ
る
行
春
の
嘗
事
者
に
と
っ
て
状
況
が
ど
の
や
う
な
も
の
と
し
て
現
は

61
6
　
　
　
　
　
人
濁
存
在
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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哲
學
研
究
　
第
四
百
五
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
湿

れ
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
は
、
彼
の
未
発
へ
の
構
へ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
だ
か
ら
歴
史
に
お
い
て
も
行
爲
の
理
解
に
は
行
爲
者
の
動

機
や
生
際
の
考
察
を
無
志
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
動
機
や
意
圃
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
結
果
と
離
れ
て
考
へ
る
の
は
歴
史
の
立

場
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
現
實
の
世
界
に
お
け
る
結
果
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
か
。
製
出
が
状
況
の
う
ち
に
成
り
立
つ
特
定
の
課
題
の
解
決
の
た

め
に
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
が
全
く
失
敗
で
な
く
、
何
等
か
の
解
決
を
も
ち
來
た
し
た
と
し
て
、
歴
史
に
お
い
て
決
定
的
な
解
決
と

い
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
例
へ
ば
一
つ
の
瀧
會
的
制
度
の
愛
革
の
場
合
を
と
っ
て
み
る
と
、
そ
の
愛
野
に
よ
っ
て
あ
る
面

で
の
あ
る
程
度
の
解
決
は
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
解
決
せ
ら
れ
な
い
課
題
の
部
分
は
残
る
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
そ
の
薪
し
い
制
度

の
實
施
そ
の
も
の
が
新
し
い
情
勢
を
つ
く
り
出
し
、
そ
こ
に
嘉
し
い
必
要
と
課
題
が
生
れ
て
廻
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
こ
と
は
革
命
に
つ
い

て
も
要
離
す
る
。
こ
の
や
う
に
い
へ
ば
い
か
に
も
抽
象
的
形
式
的
で
高
飛
車
な
断
定
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
我
々
の
歴

史
的
経
験
に
照
し
て
寳
謹
さ
れ
得
る
立
言
で
あ
る
。
文
化
的
形
成
に
お
い
て
も
、
そ
れ
の
三
音
就
會
に
ひ
き
起
す
影
響
か
ら
み
れ
ば
同
じ

こ
と
が
云
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
歴
史
は
は
て
し
の
な
い
粗
封
的
な
行
き
が
か
り
と
蓮
駕
す
る
作
用
性
と
の
領
域
で
あ
る
と
い

は
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
歴
史
の
作
用
聯
關
の
中
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る
行
書
も
出
盛
事
も
そ
れ
自
身
と
し
て
完
成
ま
た
は
自
足
性
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
歴

史
の
各
々
の
時
代
が
そ
れ
自
身
に
中
心
を
も
つ
ユ
ニ
ッ
ク
な
個
所
膿
で
あ
る
と
も
い
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
を
自
己
の
外
に
置
い
て
意

味
形
象
的
に
眺
め
る
立
場
で
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
中
に
あ
っ
て
現
費
に
生
き
る
入
間
の
立
場
で
は
な
い
。
歴
史
が
果
て
し
の

な
い
行
き
が
か
り
の
領
域
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
歴
史
の
中
に
眞
劔
な
努
力
や
、
あ
る
程
度
の
意
圓
の
成
就
が
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

ま
た
個
々
の
人
が
主
観
的
に
現
世
的
な
成
り
行
き
に
つ
い
て
十
分
溝
足
し
て
み
る
こ
と
の
可
能
姓
を
も
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し

そ
の
満
足
し
て
み
る
人
の
欲
求
や
意
圓
そ
の
も
の
が
元
々
極
め
て
眠
ら
れ
た
獺
野
性
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
観
的
満
足

を
も
た
ら
し
た
結
果
そ
の
も
の
も
、
局
部
的
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
他
の
融
々
に
と
っ
て
は
大
き
な
不
満
で
あ
る
か
も
知
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れ
な
い
し
、
直
人
に
と
っ
て
も
出
妻
事
の
繧
過
に
よ
っ
て
た
や
す
く
満
足
感
が
破
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
出
主
事
の
い
か
な
る
成
り
行
き
に

も
空
室
さ
れ
な
い
不
動
心
と
か
、
煩
拶
即
菩
提
と
か
と
い
ふ
や
う
な
心
境
は
、
元
々
歴
史
の
作
用
聯
禰
を
超
え
た
宗
教
的
境
地
で
あ
っ
て
、

歴
史
の
中
で
の
何
事
か
の
蓮
成
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
さ
う
い
ふ
境
地
を
基
礎
と
し
て
歴
史
を
論
ず
る
こ
と
は
次
元
の
混

嗣
に
外
な
ら
ぬ
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
人
間
は
や
は
り
完
成
し
た
も
の
、
自
己
充
足
的
な
も
の
を
求
め
ず
に
は
み
れ
な
い
。
そ
の
欲
求
は
人
間
に
本

質
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
や
う
な
自
己
充
足
的
な
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
考
へ
て
き
た
こ
と
が
ら
し
て
作
用
聯
瀾
と
し
て
の
歴
史
の
中

に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
そ
の
や
う
な
超
越
と
し
て
藝
術
、
宗
教
、
及
び
純
粋
な
意
志
心

情
の
面
か
ら
み
た
道
徳
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
等
の
も
の
に
お
い
て
人
間
は
上
述
し
た
や
う
な
歴
史
的
糞
壷
性
を
越
え
た
超

越
の
経
験
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　
論
理
や
数
學
の
知
識
に
お
い
て
も
、
攣
韓
す
る
経
験
界
を
越
え
た
も
の
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
翠
な
る
抽
象
的
な
嗣
係
の
知
識
で
あ

る
。
知
識
は
存
在
す
る
世
界
に
關
す
る
知
識
と
し
て
は
、
い
か
な
る
も
の
も
常
に
補
足
を
要
す
る
も
の
で
、
完
結
性
を
も
つ
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
に
藝
術
作
品
と
の
蓮
ひ
が
あ
る
。
細
腕
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
時
代
的
相
封
性
と
超
越
性
に
つ
い
て
、
面
倒
な
問
題
が
あ
り
、

簡
輩
に
論
定
で
き
な
い
が
、
歴
史
や
科
學
の
時
代
制
約
性
が
、
哲
學
に
お
い
て
制
約
牲
と
し
て
反
省
さ
れ
自
増
せ
ら
れ
て
る
る
限
り
、
そ

の
限
り
で
哲
學
は
一
種
の
超
越
性
を
も
つ
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
も
と
よ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
哲
學
が
時
代
性
を
一
再
に
超
克
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
こ
に
は
藝
術
に
お
け
る
時
代
的
様
式
と
超
越
の
關
係
に
類
比
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ら
う
。

　
た
え
ず
押
し
流
さ
れ
、
時
の
う
ち
に
崩
さ
れ
て
ゆ
く
生
活
と
そ
の
中
に
現
は
れ
る
も
の
の
像
の
混
鳳
と
を
越
え
た
確
固
と
し
た
も
の
を

求
め
る
心
は
た
れ
に
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
そ
の
要
求
は
特
定
の
目
的
を
費
現
し
さ
し
迫
っ
た
イ
ン
テ
レ
ス
ト
を
追
及
す
る
行
始
や
事

業
の
成
り
行
き
に
よ
っ
て
は
満
足
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
藝
術
の
創
作
に
よ
っ
て
環
象
の
愛
轄
と
混
鑑
と
を
越
え
た
も
の
が
っ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

出
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
多
く
の
藝
術
家
や
藝
術
論
者
の
雷
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
藝
術
の
制
作
は
特

　
　
　
人
間
存
在
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



鍛
　
　
哲
學
研
究
第
照
百
五
蓋
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

6
　
　
定
の
生
活
厨
的
を
達
す
る
た
め
に
、
何
か
の
イ
ン
テ
レ
ス
ト
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
藝
術
作
事
は
自
己
目
的
で
あ
る
と
い
は

　
　
れ
る
。
藝
衛
作
品
も
特
定
の
状
況
の
中
に
生
き
る
人
間
の
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
創
作
の
土
憂
に
は
状
況
の
繧
験
が
あ
る
。
し
か
し

　
　
そ
の
経
験
が
船
艇
的
表
現
に
嫁
す
る
た
め
に
は
、
経
験
は
、
B
常
的
な
経
験
の
皮
層
性
、
移
用
的
知
性
に
よ
る
抽
象
化
と
い
ふ
や
う
な
も

　
　
の
を
越
え
て
純
化
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
常
俗
的
な
封
象
化
や
、
意
味
つ
げ
の
混
濁
浮
動
牲
や
を
超
え
た
形
象
の
明
確
さ
、
難
事
性
が

　
　
得
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
状
況
の
中
に
生
き
る
人
聞
の
制
作
と
し
て
、
藝
術
は
時
代
的
地
域
的
様
式
を
も
つ
。
し
か
し
様
式
の
外
面
的
相

　
　
封
性
と
い
ふ
こ
と
か
ら
す
ぐ
に
糠
喜
麟
作
の
超
越
性
の
否
定
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
異
っ
た
様
式
の
下
で
も
上
安
の
や
う
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
で
の
超
越
が
あ
り
得
る
。
傳
承
化
せ
ら
れ
た
、
或
は
常
俗
的
な
形
象
化
意
味
づ
け
を
超
え
出
る
新
し
い
形
象
化
は
常
に
大
き
な
冒
瞼
で
あ

　
　
る
。
そ
の
胃
瞼
に
お
い
て
藝
術
家
は
集
中
さ
れ
た
懲
己
と
一
つ
で
あ
る
形
象
を
つ
く
り
、
そ
の
意
味
で
一
つ
な
る
存
在
そ
の
も
の
を
経
験

　
　
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
例
へ
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
ρ
7
0
霧
訟
⊆
9
と
の
私
話
、
リ
ル
ケ
の
「
ロ
ダ
ン
論
」
及
び
「
罫
ウ
イ
ノ
の
悲
歌
」
第
九
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
フ
ィ
罫
ラ
i

　
「
藝
術
…
活
動
の
根
源
」
な
ど
。

（
2
）
　
藝
徳
の
野
史
性
と
超
越
挫
に
つ
い
て
は
甥
に
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
藝
術
史
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
も
そ
れ
に
質
し
て
考
へ
ら
れ
る
で

　
あ
ら
う
。

　
超
越
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
宗
教
に
お
け
る
超
越
を
考
へ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
宗
教
の
超
越
性
は
書
ひ
古
さ
れ
た
こ
と

で
、
我
々
は
む
し
ろ
そ
の
費
態
を
吟
味
す
べ
き
で
そ
れ
は
本
論
の
範
園
を
こ
え
る
。
こ
こ
で
は
超
越
を
超
歴
史
と
考
へ
る
の
で
そ
の
黙
か

ら
ご
く
簡
翠
に
論
じ
て
お
か
う
。
歴
史
と
の
王
国
を
考
へ
る
と
す
れ
ば
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
が
閥
題
と
な
っ
て
く
る
。
人
間
の
歴
史
が
員

に
一
回
的
な
、
く
り
返
す
こ
と
の
な
い
晦
來
事
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
は
キ
リ
ス
ト
数
に
由
來
す
る
と
い
は
れ
る
。
歴
史
の
一
圃
性
は
キ
リ

ス
ト
の
出
現
、
死
、
復
活
と
い
ふ
幽
來
事
の
「
決
定
的
な
一
軍
性
」
に
よ
る
と
い
は
れ
る
。
し
か
し
救
濟
の
歴
吏
は
イ
エ
ス
の
死
復
活
で

終
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
救
濟
は
、
完
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
救
濟
の
完
戒
と
歴
史
の



終
末
と
い
ふ
思
想
が
出
て
來
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
に
は
絡
末
論
が
本
質
的
で
あ
る
。

　
終
末
論
に
つ
い
て
十
分
に
論
ず
る
用
意
は
な
い
が
、
そ
れ
は
普
通
の
歴
史
の
縫
績
の
う
ち
に
起
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
人
間
の
歴
史

を
動
か
す
内
在
細
作
矯
性
と
は
異
る
作
劇
性
の
短
章
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
間
時
に
お
け
る
救
濟
の
働
き
を
教
職
に
認
め

る
と
も
い
は
れ
る
が
、
濫
悪
が
そ
の
様
な
も
の
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
鋤
俗
的
灌
力
、
政
治
、
嘱
度
に
よ
る
一
切
の
支
配
に
全

く
依
存
し
な
い
で
働
く
し
か
も
決
定
的
に
働
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
キ
リ
ス
ト
と
時
」
の
中
で
ク
ル
マ
ン
は
、
「
そ
の
始
め
か

ら
す
で
に
極
め
て
不
完
全
な
絵
り
に
も
人
闘
的
な
教
團
の
う
ち
に
、
現
在
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
支
配
の
中
心
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
信
仰
の
勇
氣
を
必
要
と
す
る
」
と
言
っ
て
み
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の
、
少
く
と
も
外
爾
的
に
は
歴
史
的
な
も
の
の
中
に
超
歴
史

的
な
も
の
の
か
く
れ
た
存
在
を
儒
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
珍
奇
の
歴
史
を
信
じ
る
こ
と
は
、
私
か
ら
い
へ
ば
超
歴
史
の
儒
仰
に
外
な
ら
な
い
。

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
紳
の
國
の
理
念
の
非
終
末
論
化
と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
て
み
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
信
仰
の
立
場
で
あ

る
。
「
紳
の
露
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
精
選
に
う
ち
勝
つ
こ
と
の
可
能
」
「
紳
の
簸
に
よ
っ
て
奇
蹟
が
成
就
す
る
こ
と
」
の
信
仰
で
あ
る
と
彼

は
書
ふ
。
そ
の
信
仰
が
彼
の
い
ふ
檬
に
、
精
紳
的
倫
理
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
儒
仰
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
。

そ
の
瓢
が
あ
い
ま
い
に
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
倫
理
化
さ
れ
た
信
仰
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。

（
1
）

（
2
）

附

　
前
田
護
郎
邦
謬
、
　
一
四
八
頁

「
終
末
論
の
墾
遷
に
お
け
る
紳
の
囲
の
理
念
」
、
大
鋸
康
正
謬
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
著
作
集
、
第
八
巷
、
三
三
九
頁

こ
の
稿
は
昨
年
十
一
月
一
一
日
京
都
哲
學
會
公
開
講
演
會
で
の
謡
し
に
少
し
手
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE
一『． @　　．．一一一．…一内一一．’』t’　　　　　　　　　．－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．縢

　　　The　nt（tlines　of　stich　an　article　as　appears　in　more　than　ofte　ettsmber　of　this

　　　ntagaxine　is　to　given　together　tvith　the　last　instalfne2tt　of　the　article．

1｝a8　Se董聡　des　難e凱sehe勲　腿烈d　d量e　翌rra掩fi猛eRdenz

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　G6i‘hi醗ツαんθ

　　Die　Er6rterung　der　Transzendenz　macht　den　abschiiessenden　Teil　der

Ontologie　des　Menschen，　wie　sie　von　mir　aufgefasst　wird，　aus．　Dieser

Aufsatz　ist　ein　Versuch，　die　Transzendenz　als　die　Transzendenz　von　der

Sphare　der　Geschichte　zu　interpretieren．　Zuerst　versuche　ich，　diese　Sphare

ganauer，　als　es　gew6hn｝ich　geschieht，　zu　begrenzen．　Dle　Sphare　der

Geschichte　ist　ein　Wirkungszusammenhang，　und　zwar　der　Zusammen－

hang　von　Handlung－Erfolg　in　der　Gesellschaft．　lm　Zusammenleben　der

Gesellschaft　sind　die　iRstitutioneiien　Ordnungen　und　die　Herrschafts－

verhaitnisse　unvermeidlich．　So　dringt　das　Moment　der　Macht　in　a｝le

Bildungen　und　Gestalten　cler　Geschichte　ein．　Die　jeweiligen　situationsbe－

dingten　BedUrfnisse　der　Menschen　k6nnen　sich　in　den　geschichtlichen

Leistungen，　in　den　Neu－und　Umbildungen　der　gesellschaftlichen　Verhalt－

nisse　befriedigen．　Aber　diese　Befriedigung　bleibt　lmmer　beschr2nkt　und

von　kUrzer　Dauer．　Man　suche　innerhalb　des　Verlaufes　der　Geschichte

vergebens　etwas　Endgrkltiges　und　Voliendetes．　Doch　das　Verlangen　da－

nach　ist　dem　Menschen　wesentlich．　Darin　haben　Religion　und　Kunse　1hre

Wurzein．　Erst　in　dem　religi6sen　Glauben　und　lm　kUnstlerischen　Schaffen

wird，　wenn　sie　echt　sind，　eine　Dimension　er6ffnet，　in　der　die　volle

BefriediguRg　m6glich　wird．　ln　dieser　Dimension　erfahrt　man　die　Trans－

zendenz．

Das　Sein　des　Menschen　umfasst　beide，　Geschichte　und　Transzendenz．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



Man皿eint：die　Transzendenz油sse　doch，　wenn　sie　eine　M6gllchkeit

des　menschlichen　Daseins　ist，　in　der　Geschichte　geschehen．　Aber　was　be－

deutet　dieses　in　？　Dies　geRau　zu　erlautern，　ist　eine　Hauptaufgabe　unseres

Aufsatzes．

Sc難e嚢歪蚤ngs　tkeoぞog韮sche　Gei就esahne猛

von　Ernst　Benz

　　Der　Verfasser　m6chte　hler　an　der　Gestalt　Schellings　ausf“hrlich　erMu－

tern，　wie　die　engsten　Zusammenhange　zwiscben　der　Ph11osophle　des　deu－

tschen　1dealismus　und　der醸eren　Tradition　der　chr三stXchen　Mystik，

besonders　der　Theosophie　des　18．　Jahrhunderts　besteht．　Um　diese　Zu－

samme曲ange　zu　bestatigen，　hat　er　folgcRde　f曲f　Mome簸te　als　die　thco－

logische　Geistesahnen　Scheiiings　erwagt．

　　1）　Bibel．　Sche王圭呈雛g　hat　w2hrend　se圭鍛es　S撫（iiu凱s　in　TUbingen　（至ie

　　　　　moderne　historisch－kritische　Richtung　der　neutestamentlichen　For－

　　　　　schung　kennengelernt　und　hat　mit　sickerer　lntuition　die　Netwen－

　　　　　digkeit　der　historischen　Kritik　anerkannt．　Aber　sein　historisch－kri－

　　　　　tisches　Bemtthen　um　ein　Verstandnls　der　Schrift　ist　in　ein　vorgege－

　　　　　benen　tieferes　theologtsches　Verstandnis　der　Offenbarung　eingezei－

　　　　　chnet，　ganz　verschieden　von　den　Fallen　bei　D．　Fr．　Sirauss　and　B．

　　　　　Bauer；　denn　selne　Grundfrage　ist：　Was　rnuB　in　Goet　selbst　vorge－

　　　　　gangen　sein，　dag　es　zur　Menschwerdung　Gottes　1〈am　？　Hier　wirken

　　　　　sich　bei　Schelling　die　Traditionen　des　biblischen　Realismus　aus，

　　　　　wie　ihn　die　1〈irchenvater　des　schwabischen　Pietismus　entwickelt

　　　　　haben，　vor　allem　Oetinger　und　Bengel．

2） Die　Spekulative吻3彦齢des《｛翻8観‘θ73．　Seinem　Denktypus　nach　geh6rt

Scheliing　selbst　in　die　Linie　der　spekulativen　Mystik　des　deutschen

Mittelalters　hinein．　Besonders，　in　der　Zeit　selnes　ersten　Aufenthaites

in　M“nchen　von　1806一一20，　wo　er　intensiv　die　mystische　und　theoso－

ph三schen　Vbe・玉ie壬crung　studie・te，　beschaftigte　er　s圭ch　auch　m量t

Tauler．
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