
り
、
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
史
観
を
循
環
史
観
だ
と

規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
比
較
的
最
近
で
は
、

9
出
’
長
亀
。
《
を
除
い
て
、
循
環
史
解
だ
と
の
説

を
否
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の

崩
れ
か
け
た
説
を
再
興
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
完
全
な
意
味
で
歴
史

の
繰
返
し
を
考
え
て
い
た
と
ま
で
説
く
の
で
は
な

い
。
歴
史
に
繰
返
す
面
が
あ
る
こ
と
を
ッ
キ
ェ
デ

ィ
デ
ス
は
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

根
拠
に
、
そ
れ
ゆ
え
循
環
史
観
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
　
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
解
釈
の
上
で

大
き
な
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
o
団
。
｝
ざ
導

く
δ
毛
。
隔
窯
。
。
汁
。
靖
と
い
う
用
語
を
、
こ
こ
で
適

用
す
る
の
が
適
切
か
否
か
と
い
う
言
葉
の
問
題
に

過
ぎ
な
い
。
著
巻
が
何
故
こ
こ
で
突
然
に
こ
の
問

題
を
取
上
げ
た
の
か
、
そ
の
点
の
説
関
は
な
い
が
、

要
す
る
に
、
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
史
観
は
循
環
酌

で
あ
り
、
将
来
と
も
人
聞
性
は
同
一
不
変
だ
と
儒

じ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
進
歩
史
観
で
は
あ
り
得
な

い
、
と
い
う
論
旨
が
言
外
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
小
冊
子
で
あ
り
な
が
ら
、
論
旨
の
展
開
は

混
乱
し
て
い
る
。

　
な
お
末
尾
よ
り
少
し
前
の
欄
所
で
、
進
歩
の
思

想
は
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
と
し
て
、
　
「
物
質
的
・

技
術
的
な
爵
で
の
進
歩
」
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
発
見

し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
近
代
西
欧
人
は
そ
れ
を
越

え
て
、
さ
ら
に
広
い
面
で
の
無
制
限
の
進
歩
を
考

え
た
と
い
う
（
四
六
頁
）
。
し
か
し
余
り
に
も
簡
単

な
指
摘
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
決
し
て
充
分
に

は
理
解
で
き
な
い
。
般
後
に
近
代
思
想
と
古
代
思

想
と
の
比
較
の
方
法
に
つ
い
て
一
撮
し
て
お
こ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
近
代
的
概
念
を
古
代

に
投
影
さ
せ
る
こ
と
の
危
険
を
警
告
し
て
い
る
が
、

両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
近

代
や
現
代
を
も
相
対
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
西
洋
の
学
者
に
と
っ
て
は
自
ら
の
立
場
を

相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
　
「
ア
ル
カ
イ
ォ
ロ

ギ
ア
」
の
部
分
に
は
、
海
上
支
配
の
重
視
、
政
治

権
力
の
作
用
の
重
視
そ
の
他
、
地
理
酌
条
件
な
ど
、

特
殊
な
要
素
が
支
配
し
て
お
り
、
西
欧
近
代
の
進

歩
思
想
と
様
相
が
異
る
。
し
か
し
近
代
西
欧
の
進

歩
思
想
に
し
て
も
、
地
理
上
の
発
見
、
植
民
地
支

配
、
科
学
技
術
の
発
達
、
鉄
や
石
炭
の
分
布
状
況
、

近
代
国
家
、
キ
リ
ス
ト
教
の
分
化
、
そ
の
他
の
特

殊
な
条
件
と
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら

を
も
当
然
自
明
の
も
の
と
せ
ず
、
特
殊
な
も
の
と

し
て
相
対
化
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
近
代

西
欧
の
進
歩
思
想
が
現
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。
暑
々
に
と
っ
て
未
知
な
の

は
、
玉
代
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
や
現
代
の
こ

と
か
も
知
れ
ぬ
。
冒
頭
に
掲
げ
た
切
霞
団
の
著
作

は
十
九
世
紀
中
頃
で
終
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
を

続
け
る
人
が
い
な
い
。

　
（
五
九
頁
　
一
九
七
七
年
　
〉
ヨ
ω
8
誌
p
昼
客
。
触
¢
で

　
類
巳
貯
昌
盛
℃
篇
σ
二
二
コ
σ
q
O
o
旨
b
餌
¢
機
）

　
　
　
　
　
　
　
（
藤
縄
謙
三
　
京
都
大
学
助
教
授
）

｝
．
渕
鵠
①
宰
ω
彦
二
戸

　
§
轟
牒
§
腰
鳴
妹
認
軸
9
ミ
勉
黛
駄
題
、

　
「
十
字
軍
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
は
、
欧
米
に
お

け
る
最
も
研
究
文
献
の
多
い
分
野
の
一
つ
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
実
は
と
も
か
く
言
葉
自
身

の
非
常
な
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
故
に
、
比
喩
的

な
用
法
を
含
め
て
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
様
々
な
立

場
か
ら
そ
れ
へ
の
言
及
が
行
な
わ
れ
て
来
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
或
い
は
む
し
ろ
そ
う
し

た
情
況
の
故
に
－
何
を
以
っ
て
「
十
字
軍
」
と

呼
ぶ
か
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
解
が
必
ず
し
も
確

立
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
老
が
そ
れ
ぞ
れ

の
解
駅
に
基
づ
い
て
十
字
軍
を
論
じ
て
来
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
と
聖
地
国

家
に
関
す
る
研
究
で
知
ら
れ
る
榊
男
一
ぎ
団
あ
ヨ
淳
げ

は
、
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
で
き
る
だ
け

簡
明
に
十
字
軍
の
定
義
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
。
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介紹

　
構
成
は
全
五
章
か
ら
な
っ
て
お
り
、
書
名
と
同

じ
標
題
を
持
つ
第
一
章
≦
プ
霧
タ
δ
器
夢
①
9
午

ω
銭
。
ω
り
で
は
、
圃
時
代
人
の
十
宇
軍
理
解
及
び

背
景
と
し
て
「
正
義
の
戦
い
」
冒
珍
／
＜
鍵
と
「
聖

戦
」
国
。
ぢ
づ
、
鍵
の
理
念
に
つ
い
て
、
　
第
二
章

諺
甘
ω
仲
O
鍵
ω
①
で
は
、
十
字
軍
が
防
衛
或
い
は

失
地
の
回
復
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が
近
東
の
み
な
ら
ず
、
ス
ペ
イ
ン
、

北
東
欧
、
分
離
派
、
異
端
、
教
皇
の
政
敵
等
に
対

す
る
十
字
軍
に
お
い
て
も
常
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
、

更
に
楽
疇
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
観
と
結
び
つ
く
こ

と
に
よ
り
聖
戦
と
し
て
の
積
極
性
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
る
。
次
い
で
第
三
章
轡
。
σ
p
臨
ヨ
㌶
o

諺
暮
げ
。
誌
な
で
は
、
十
字
軍
が
成
立
す
る
ま
で
の

諸
局
面
に
お
け
る
教
皇
の
役
男
を
論
じ
、
召
集
、

「
平
和
」
、
勧
説
、
財
政
、
作
戦
、
統
制
等
に
つ
き
個

別
的
に
考
察
す
る
。
第
四
章
毫
げ
。
類
賃
。
臼
①

O
嵩
ω
蝕
Φ
諺
～
で
は
、
十
宇
軍
士
た
り
得
る
基
本

的
な
条
件
と
し
て
の
誓
約
及
び
そ
れ
に
伴
う
特
権

就
中
贈
宥
、
十
字
軍
士
の
出
自
と
そ
の
ジ
ー
ダ
ー
、

参
加
動
機
、
十
字
軍
士
の
例
と
し
て
ジ
ョ
フ
ロ

ワ
・
ド
・
セ
ル
ジ
ー
ヌ
の
伝
記
、
騎
士
団
等
に
つ

い
て
述
べ
、
最
後
の
第
五
章
芝
口
○
ニ
ノ
く
曾
Φ
臼
①

9
屋
即
α
o
吃
で
は
、
以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
十

字
軍
の
定
義
を
示
し
た
後
、
十
字
軍
の
蒔
問
的
期

限
の
問
題
を
扱
い
、
始
期
は
従
来
通
り
の
一
〇
九

五
年
で
良
い
こ
と
、
し
か
し
、
終
期
は
現
在
の
勝

あ
ま
り
明
確
に
し
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て
本
書
を

終
え
る
。

　
全
体
と
し
て
概
ね
妥
当
な
構
成
と
内
容
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
眼
目
の
十
字
軍
定
義
に
関

し
て
は
、
必
ず
し
も
疑
問
が
な
い
訳
で
は
な
い
。

ま
ず
「
巡
礼
」
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。
勿
論
、

十
字
軍
を
考
え
る
場
合
、
巡
礼
の
伝
統
の
重
要
性

は
い
く
ら
強
調
さ
れ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
し
か

し
、
著
者
が
十
字
軍
の
始
期
を
定
め
る
際
に
、
バ

ル
パ
ス
ト
ロ
戦
役
や
所
謂
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世

の
十
字
軍
」
を
除
外
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
巡

礼
を
持
ち
出
す
の
は
間
題
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
両
者
を
十
字
軍
か
ら
区
別
す
る
指
標
と

し
て
は
駿
宥
や
誓
約
等
で
十
分
で
あ
り
、
も
し
敢

え
て
巡
礼
を
指
標
の
中
に
加
え
る
な
ら
、
所
謂

「
非
聖
地
十
字
軍
」
の
扱
い
が
新
た
な
問
題
と
し

て
登
場
す
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

著
者
は
「
非
聖
地
十
字
軍
」
が
十
字
軍
に
含
ま
れ

る
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
次
に
、
十
字
取
得
の
聞
題
が
あ
る
。
著
者

は
定
義
に
関
し
て
は
あ
ま
り
こ
れ
に
触
れ
て
い
な

い
が
、
十
字
軍
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
名
の
通
り

。
歪
8
ω
お
峯
賦
（
こ
の
用
語
自
身
の
初
出
は
時
代

を
下
る
に
し
て
も
）
の
軍
隊
で
あ
り
、
教
皇
に
よ

る
召
集
と
諸
特
権
の
約
束
、
そ
し
て
参
加
者
が
そ

れ
に
対
し
て
＝
疋
の
義
務
を
引
き
受
け
る
献
身
の

印
と
し
て
十
字
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
十
字
を
取

る
と
い
う
行
為
は
十
字
軍
の
基
本
的
な
要
素
の
一

つ
で
あ
る
筈
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
少

し
強
調
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
又
、
巻
末
に
簡
単
な
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
が
あ

る
他
は
、
一
切
註
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
せ

め
て
最
少
隈
の
引
用
註
は
あ
っ
た
方
が
便
利
で
あ

ろ
う
。
特
に
、
本
書
の
よ
う
な
こ
れ
か
ら
本
盗
的

な
文
献
に
当
た
ろ
う
と
す
る
学
生
向
に
書
か
れ
た

入
門
書
と
し
て
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
必
要
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
第
二
章
な
ど
は
多

く
の
部
分
を
頃
●
菊
。
ω
o
げ
①
斜
津
培
黒
寄
§
8
§
頓

N
自
●
§
蕊
ミ
馬
肉
蕊
雲
南
尉
鴨
に
拠
っ
て
い
る
と
思

し
い
が
、
確
か
に
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
に
は
名
前

が
挙
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
本
文
中
で
も
何
ら

か
の
言
及
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
に
は
特
に
目
新
し
い
叙

述
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
結
論
も
さ
し
て
斬
新
な

も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
著
者
自
身
が
述

べ
て
い
る
如
く
「
よ
り
野
心
的
な
史
書
を
読
む
前
」

の
学
生
に
対
す
る
指
針
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
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あ
る
以
上
、
も
と
も
と
本
書
に
「
野
心
作
」
を
期

待
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
意

味
で
は
コ
ン
パ
ク
ト
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
、
重
宝
な
書
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

講
読
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
も
好
適
で
あ
ろ
う
。

　
（
九
二
頁
　
一
九
七
七
年
ド
。
民
。
麟
置
蓉
邑
質
導
）

　
　
　
　
　
　
（
八
塚
春
夢
　
京
都
教
育
大
学
講
師
）

○
●
い
●
鷺
O
G
D
ω
①

　
§
竃
鐵
憤
叙
黙
鳴
建
蕊
無
～
6
つ
ミ
黛
職
O
蕊

　
副
題
に
箆
襲
無
。
・
透
ミ
肉
裳
き
辱
恥
§
い
沁
黛
職
砺
ミ

と
あ
る
よ
う
に
、
本
書
は
一
八
世
紀
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
種
主

義
の
展
朋
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
に

対
す
る
ナ
チ
の
蛮
行
を
支
え
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

人
種
主
義
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
だ
っ
た
の
は
す
で
に

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想

史
上
の
恥
部
は
従
来
正
当
な
扱
い
を
受
け
て
い
た

と
は
言
い
難
い
。
豊
麗
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
人

種
主
義
が
通
俗
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
伝
統
か
ら
の
逸
脱
な
の
で
は

な
く
、
逆
に
近
代
史
の
正
統
な
一
所
産
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
第
一
部
は

「
端
緒
」
と
題
さ
れ
、
　
一
八
世
紀
に
人
種
思
想
が

成
立
し
、
一
九
世
紀
に
ゴ
ビ
ノ
ー
ら
に
よ
っ
て
整

備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
う
。
主
要
な
論
点
は
、

人
種
主
義
の
成
立
要
素
と
し
て
啓
蒙
主
義
と
玉
藻

主
義
が
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
、
当
時
の
人
類
学

が
人
種
の
分
類
を
行
な
う
際
に
美
的
基
準
が
導
入

さ
れ
、
後
に
人
種
主
義
の
基
本
的
思
考
形
式
に
な

る
、
人
種
の
価
値
的
な
ス
テ
ン
オ
タ
イ
プ
化
を
招

い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
人
種
的
観
点
が
国
民
的

観
点
に
す
り
か
わ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
促

進
し
た
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
　
「
浸
透
」
と
題
さ
れ

た
第
二
部
は
、
確
立
し
た
人
種
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
普
及
し
て
い
き
つ
つ
、
同
時
に
漸
た
な

要
素
を
吸
収
し
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
成
立
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ

ム
や
優
生
学
、
ア
メ
リ
カ
の
万
国
術
な
ど
が
そ
の

例
で
あ
る
。
そ
し
て
人
種
主
義
が
二
〇
世
紀
に
入

る
と
、
人
類
学
、
優
生
学
等
の
学
問
的
方
向
と
、

人
種
間
優
劣
差
を
強
調
す
る
神
秘
主
義
と
に
分
化

し
て
い
く
傾
向
に
住
意
を
向
け
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
論
点
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
の

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
組
織
の
活
動
の
叙
述
が
織
り
込
ま

れ
る
が
、
教
会
と
の
関
連
に
一
章
を
導
い
て
、
キ

リ
ス
ト
教
が
な
し
く
ず
し
に
人
種
主
義
的
思
考
に

感
染
し
て
い
く
様
を
追
跡
し
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。
第
三
部
「
完
成
」
は
第
一
次
大
戦
後
の
状
況

に
始
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
に
ま
で
言
及
し
て
い
く
が
、
核
心
を
な
す

の
は
ナ
チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
と
大
虐
殺
の
経
過
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
々
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

あ
る
。
こ
こ
で
前
提
と
し
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ

る
の
は
敗
戦
と
革
命
で
あ
っ
て
、
大
戦
前
に
は
フ

ラ
ン
ス
と
比
べ
て
決
し
て
人
種
主
義
の
盛
ん
で
な

か
っ
た
ド
イ
ツ
が
、
結
局
ナ
チ
ズ
ム
の
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
を
経
験
す
る
理
由
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
学
問
と
神
秘
主
義
の
分
化
し
た
二
傾
向
は
、

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
実
行
に
お
い
て
再
び
統
＝
を
見

る
の
で
あ
り
、
そ
の
規
摸
と
並
ん
で
こ
の
よ
う
な

意
味
で
も
、
ナ
チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
は
人
種
主
義

の
極
点
と
見
な
さ
れ
う
る
。

　
以
上
の
簡
単
な
紹
介
で
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書

は
ナ
チ
ズ
ム
に
震
動
す
る
人
種
主
義
の
通
史
で
あ

る
。
著
者
の
視
野
は
ほ
ぼ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
渡

っ
て
お
り
、
ま
た
神
秘
主
義
的
な
人
種
観
念
に
と

ど
ま
ら
ず
、
広
く
擬
似
科
学
的
な
著
作
を
も
丹
念

に
渉
猟
し
て
い
る
。
と
く
に
第
三
部
で
は
、
と
も

す
れ
ば
福
過
さ
れ
が
ち
な
束
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
に
も
焦
点
を

あ
て
、
人
種
主
義
あ
る
い
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
フ

ァ
シ
ズ
ム
の
内
的
連
関
を
考
え
る
う
え
で
の
格
好
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