
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　部
”
神
学
的
意
味
解
釈
（
未
完
）
で
あ
毫
そ
の
歴
史
の
部
で
あ
る
第
ニ

　
　
　
テイ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
部
は
、
A
．
完
全
な
啓
示
の
準
備
と
し
て
の
歴
史
、
B
．
完
全
な
啓
示
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
突
破と
し
て
の
歴
史
、
C
。
完
全
な
啓
示
の
受
容
と
し
て
の
歴
史
（
未

　　　　　　　　　　　　　　　　　今
井

尚
生
　
髪
聖
編
幾
難
戦
疇
鷲
隙
ゾ
満
舞
甦
橘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ど
の
よ
う
に
規
定
し
、
考
察
し
た
か
を
分
析
す
電
即
ち
、
一
、
歴
史
の

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
後
期
の
体
系
的
な
神
学
思
想
が
『
組
織
神
学
』
に
よ
っ
　
　
前
提
と
な
る
罪
に
つ
い
て
の
捉
え
方
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
二
、
歴
史
の

て知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
久
し
い
の
に
対
し
て
、
彼
の
前
期
に
お
　
　
議
論
を
整
理
し
、
三
、
そ
の
根
底
に
あ
る
論
理
を
取
り
出
す
こ
と
を
試
み

け
る
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
資
料
の
点
か
ら
も
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
　
　
る
。

さ
れ
て
来
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
一
九
二
五
年
の
マ
ー
ル
ブ

効
欝
訪
藻
冒
謎
髪
新
殴
凝
謙
期
研
　
一
、
歴
史
の
前
提
と
し
て
の
反
本
質
性

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
研
究
も
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
言
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に
、
「
無
制
約
的
な
も
の
（
母
ω
口
昌
び
Φ
α
ヨ
α
q
8
）
」
と
い
う
概
念

　前
期
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
構
想
は
噛
『
学
の
体
系
』
（
同
8
ω
）
に
よ
り
知
　
　
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
前
期
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
『
教
義
学
』
は
こ
の
体
系
構
想
の
一
環
と
し
て
、
そ
　
　
思
想
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
精
神
科
学
の
理
論
的
領
域
　
　
の
概
念
を
単
な
る
形
而
上
学
的
な
観
念
と
し
て
受
け
取
る
と
、
テ
ィ
リ
ッ

に
お
け
る
神
律
的
な
志
向
性
と
し
て
、
形
而
上
学
、
ド
グ
マ
、
神
話
の
三
　
　
ヒ
の
思
想
を
根
本
的
に
誤
解
す
る
こ
と
に
な
勉
こ
の
用
語
は
む
し
ろ
、

者を
挙
げ
禽
そ
し
て
ド
グ
マ
は
、
自
律
性
の
最
も
強
い
形
而
上
学
と
そ
　
　
「
我
々
に
無
制
約
的
に
関
わ
る
も
の
（
像
器
§
°
・
巨
げ
Φ
ユ
ぎ
鳴
〉
昌
o
q
o
ず
Φ
コ
ロ
Φ
）
」

の

対
極
であ
る
神
話
の
総
合
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
　
　
の
略
し
た
形
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
。
実
際
、
『
教
義
学
』
を
開
け
ば
、

は
、
形
而
上
学
と
し
て
、
存
在
の
形
而
上
学
、
歴
史
の
形
而
上
学
、
意
味
　
　
至
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
少
々
長
い
形
を
目
に
す
る
。
実
際
、
神
の
「
我
々

の

形而
上
学
を
考
え
て
い
る
が
、
『
教
義
学
』
の
構
成
も
こ
れ
に
対
応
し
　
　
に
対
す
る
関
わ
り
」
と
い
う
側
面
な
く
レ
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
思

て

いる
。
即
ち
『
教
義
学
』
は
、
序
論
を
除
け
ば
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
　
　
想
は
成
立
し
な
い
。

る
。
第
一
部
”
神
学
的
存
在
解
釈
、
第
二
部
”
神
学
的
歴
史
解
釈
、
第
三
　
　
　
さ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
教
義
学
の
議
論
に
お
い
て
、
歴
史
は
罪
か
ら
の
救

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



九
〇

済
の
場
、
即
ち
存
在
者
の
反
本
質
性
の
克
服
の
場
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
　
　
る
。
（
ま
住
゜
）

そ
れ
ゆ
え
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
解
釈
の
前
提
と
し
て
の
、
存
在
者
の
反
　
　
と
こ
ろ
で
、
如
何
な
る
個
体
性
も
、
も
し
そ
れ
が
本
質
に
よ
っ
て
担
わ

本
質
性
に
対
す
る
規
定
を
先
ず
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
神
に
よ
っ
て
創
造
　
　
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
も
し
普
遍
的
な
も
の
（
ユ
m
ω
≧
一
〇
q
o
ヨ
⑦
冒
o
）
が
そ
の

さ
れ
た
被
造
物
の
あ
り
方
が
「
即
本
質
性
（
≦
o
器
島
ヨ
毬
画
o
q
冨
己
」
と
規
　
　
内
に
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
実
存
と
は
な
り
得
な
い
。
（
筐
F
お
錠
自
己
が

定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
存
在
者
の
「
反
本
質
性
（
≦
o
器
拐
乱
監
α
q
落
同
け
）
」
　
　
普
遍
的
な
も
の
に
解
消
さ
れ
ず
、
個
性
的
な
自
己
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
罪
の
本
質
の
形
式
的
側
面
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
罪
の
本
質
を
　
　
と
は
、
特
殊
化
（
切
①
゜
・
o
巳
興
巨
o
q
）
を
意
味
す
る
実
存
（
国
巴
ω
冨
目
）
が
、

規定
し
て
、
次
の
命
題
を
立
て
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
そ
の
制
約
さ
　
　
本
質
の
普
遍
性
と
必
然
性
（
ぎ
箸
o
巳
凶
o
q
冨
巳
の
外
へ
飛
び
出
し
、
普
遍

れた
形
式
に
お
い
て
無
制
約
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
（
向
書
守
§
）
　
　
的
な
も
の
へ
の
移
行
に
対
す
る
自
己
性
（
ω
9
げ
ω
昏
o
ε
の
抵
抗
を
担
っ

を
も
っ
て
い
灘
こ
の
努
力
は
形
式
的
に
は
反
本
質
性
、
実
質
的
に
は
自
　
　
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
が
個
性
的
な
自
己
と
し
て
、

己愛
で
あ
り
、
こ
れ
は
感
覚
的
な
も
の
に
お
い
て
は
欲
望
（
切
喧
恥
ミ
恥
）
　
　
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
（
＜
o
器
玩
゜
ぎ
口
α
q
）
に
抵
抗
す

と
し
て
、
精
神
的
な
も
の
に
お
い
て
は
高
慢
9
ミ
脳
恥
）
と
し
て
表
れ
、
　
　
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
そ
の
内
に
「
無
制
約
的
な
一
回
性
（
国
冒
ヨ
巴
革

無制
約
的
な
も
の
に
対
し
て
は
不
信
§
S
§
§
）
で
あ
る
。
」
（
這
b
。
ヨ
　
蚕
け
V
」
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
こ
の
一
回
性
と
は
、

H
謹
）
確
か
に
罪
に
関
し
て
は
、
も
し
存
在
者
の
中
に
如
何
な
る
前
提
も
　
　
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
汲
み
尽
く
し
得
る
（
Φ
錺
9
9
守
胃
）
本
質
関
係
に
対
し

な
け
れ
ば
、
罪
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
（
閂
σ
凶
ユ
゜
H
Q
o
㊤
）
し
か
し
、
被
造
物
と
　
　
て
、
無
制
約
者
の
無
尽
蔵
性
に
参
与
し
て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
得
る
。
」

し
て
の
存
在
者
の
中
に
あ
る
前
提
そ
れ
自
体
が
罪
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
　
　
（
筐
巳
と
い
う
の
は
、
こ
の
無
尽
蔵
性
が
自
己
に
つ
い
て
言
え
る
程
度

そ
の
前
提
と
は
、
存
在
者
の
内
に
働
く
罪
へ
の
誘
惑
（
＜
o
誘
ロ
魯
巨
α
q
）
で
あ
　
　
に
お
い
て
、
自
己
は
普
遍
的
な
も
の
に
対
す
る
抵
抗
を
な
す
こ
と
が
で

る
。
「
反
本
質
性
へ
の
誘
惑
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
内
に
働
い
て
い
る
無
　
　
き
、
そ
の
程
度
に
お
い
て
自
己
は
実
存
的
で
あ
り
個
体
性
を
有
す
る
か
ら

尽
蔵性
（
§
§
專
§
馬
q
馨
ミ
）
と
制
約
的
形
式
と
の
緊
張
（
憩
§
§
轟
）
　
で
あ
る
。
（
凶
三
臥
見
従
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
個

に由
来
す
る
。
」
（
凶
三
ユ
゜
）
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
自
己
（
ω
9
げ
゜
・
け
）
を
失
　
　
体
が
個
体
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
既
に
無
制
約
者
に
担
わ

う
と
い
う
個
体
（
ユ
器
ぎ
島
≦
ユ
ロ
o
＝
①
）
の
不
安
を
、
誘
惑
の
現
れ
と
し
て
　
　
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

捉
え
る
。
（
博
三
巳
そ
れ
ゆ
え
誘
惑
は
、
自
己
が
そ
の
存
在
の
根
拠
を
、
自
　
　
た
、
個
性
的
自
己
が
無
制
約
者
の
無
尽
蔵
性
に
参
与
し
て
い
る
と
い
う
こ

ら
の
力
の
現
実
化
を
通
し
て
確
実
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
、
即
　
　
と
は
、
個
体
的
存
在
者
と
し
て
の
他
者
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ち
自
己
力
性
（
ω
①
一
げ
ω
§
腎
匪
o
q
ざ
巳
の
現
実
化
へ
と
自
己
を
駆
り
立
て
　
　
ゆ
え
、
自
己
と
他
者
が
と
も
に
無
尽
蔵
性
に
参
与
す
る
個
体
と
し
て
世
界



の連
関
の
中
に
立
ち
、
救
済
が
単
に
世
界
の
全
体
性
の
み
に
関
わ
る
も
の
　
　
的
必
然
性
や
因
果
的
必
然
性
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
必
然
性
と
し
て
理
解

では
な
く
、
個
性
的
存
在
者
と
し
て
の
我
々
の
救
済
で
も
あ
る
限
り
、
個
　
　
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
自
由
、
自
己
力
性
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
必
然
性
、

性を
解
消
し
、
本
質
世
界
へ
回
帰
す
る
方
向
に
罪
か
ら
の
救
い
を
見
い
だ
　
　
飛
躍
（
G
・
層
2
ロ
α
q
）
や
新
し
い
措
定
（
Z
o
島
o
“
目
α
q
）
が
貫
徹
し
て
い
る
必

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
個
性
的
存
在
者
の
単
純
　
　
然
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
象
徴
的
に
の
み
必
然
性
と
し
て
特
徴
付
け
ら

な
否
定
と
い
う
側
面
し
か
語
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
本
質
世
界
の
統
　
　
れ
得
る
よ
う
な
必
然
性
で
あ
る
。
（
凶
げ
同
住
゜
　
H
㊤
N
h
°
）
「
我
々
は
個
体
性

一
へ
の回
帰
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
、
た
だ
愛
に
お
け
る
完
成
　
　
（
h
巳
罰
く
置
琶
ま
け
）
と
し
て
罪
を
犯
す
の
で
は
な
く
、
全
て
の
存
在
と
の
結

へ
の

進
展
の
み

であ
る
。
」
（
凶
玄
ユ
゜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
性
（
＜
①
旨
彗
α
Φ
夢
Φ
瞬
叶
）
に
お
い
て
罪
を
犯
す
。
」
（
凶
三
α
゜
H
㊤
゜
。
）
テ
ィ

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
誘
惑
か
ら
罪
へ
の
移
行
は
、
責
任
性
と
必
然
性
の
両
　
　
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
こ
と
を
罪
の
必
然
性
と
考
え
る
。
我
々
は
、
単
な
る
個
体

契
機
を
含
む
も
の
と
考
え
る
。
第
一
に
責
任
性
に
つ
い
て
、
「
我
々
は
誘
　
　
的
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
存
在
者
の
全
体
性
に
連
な
る
精
神
的
存
在

惑
が
強
制
（
N
≦
碧
o
q
）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
」
（
凶
三
阜
H
O
°
。
）
。
　
　
者
と
し
て
罪
の
担
い
手
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
堕

と
い
う
の
は
、
も
し
誘
惑
が
強
制
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
誘
惑
　
　
罪
（
守
巳
は
偶
然
（
N
爵
巳
で
は
な
い
」
（
凶
三
3
H
㊤
Q
。
）
。
そ
れ
は
、
精
神

では
な
い
し
、
自
己
の
中
心
（
N
Φ
導
歪
ヨ
）
を
素
通
り
す
る
も
の
と
な
る
　
　
的
－
必
然
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
、
普
逓
的
な
移
行
（
号
；
巨
く
臼
ω
巴
①

であ
ろ
う
。
（
｛
げ
剛
ユ
゜
）
む
し
ろ
、
自
己
は
、
自
己
に
力
を
も
つ
存
在
と
し
て
　
　
⇔
ぴ
①
韓
昌
o
q
＞
で
あ
る
。

罪を
犯
す
。
（
帥
三
ユ
゜
）
そ
し
て
、
こ
の
自
己
力
性
の
行
為
が
生
ず
る
の
は
、
　
　
　
弁
証
法
的
必
然
性
は
本
質
必
然
性
（
≦
o
ω
①
器
ぎ
專
o
コ
巳
o
q
冨
己
で
は

精
神
に
お
い
て
で
あ
る
。
（
凶
げ
凶
α
゜
H
㊤
b
o
）
な
ぜ
な
ら
、
確
か
に
精
神
的
存
在
　
　
な
い
。
「
反
本
質
的
な
も
の
の
本
質
必
然
性
は
存
在
し
な
い
。
」
（
筐
α
゜
）
な

者
も
自
己
力
性
の
限
界
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
精
神
に
お
い
て
は
、
　
　
ぜ
な
ら
、
「
反
本
質
性
が
必
然
性
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
反
本
質
性

無制
約
者
へ
の
関
係
が
無
制
約
的
な
要
求
（
ぎ
呂
旨
o
ゲ
）
と
し
て
、
そ
れ
　
　
に
一
つ
の
意
味
を
与
え
、
そ
の
意
味
に
よ
っ
て
反
本
質
性
か
ら
飛
躍
と
い

ゆ
え
責
任
と
し
て
、
無
制
約
的
に
体
験
さ
れ
る
」
（
圃
三
ロ
゜
）
か
ら
で
あ
る
。
　
　
う
性
格
を
取
り
去
り
、
反
本
質
性
そ
れ
自
体
を
止
揚
し
て
し
ま
う
か
ら
で

「誘惑
と
堕
罪
は
精
神
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
精
神
が
そ
れ
ら
の
中
に
　
　
あ
る
」
（
凶
三
P
お
料
）
。
こ
こ
に
、
罪
に
関
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
最
も
根
本

有
る
限
り
、
全
て
の
事
物
に
お
い
て
存
在
す
る
。
」
（
瞬
三
阜
）
第
二
に
、
必
　
　
的
な
認
識
論
的
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
認
識
す
る
こ

然
性
に
つ
い
て
、
我
々
は
「
人
間
は
罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
　
　
と
（
国
時
窪
ロ
窪
）
は
一
つ
に
す
る
こ
と
（
田
ロ
o
ロ
）
で
あ
る
」
（
凶
げ
準
）
と

か
った
か
も
し
れ
な
い
」
（
一
げ
凶
O
°
H
O
G
ゆ
）
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
　
　
考
え
る
。
し
か
し
、
「
罪
と
一
つ
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
」
（
箇
三
阜
）
即

に
は
あ
る
種
の
必
然
性
が
あ
る
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
れ
を
、
論
理
　
　
ち
、
反
本
質
性
と
し
て
の
「
罪
は
、
我
々
が
そ
れ
と
一
つ
に
な
る
こ
と
が

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



九
二

難
騎
蕪
韓
難
舘
轟
卍
甥
黙
　
二
、
歴
史
性
・
超
歴
史
性
の
問
題
と
し
て
の
キ
・
ス
よ
繭

　
　
に
認
識
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
。
（
筐
α
゜
H
㊤
豊
）
む
し
ろ
罪
は
、
「
常
に
反
　
　
　
啓
示
そ
し
て
救
済
が
我
々
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
は
歴

　発
を
受
け
る
も
の
（
匿
ω
き
o
q
Φ
ω
8
自
o
ロ
o
）
と
し
て
、
た
だ
間
接
的
に
の
み
認
　
　
史
性
と
超
歴
史
性
が
一
つ
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が

　

識さ
れ
得
る
」
（
帥
σ
向
ユ
゜
H
㊤
切
）
。
「
全
て
の
本
質
認
識
は
本
質
受
容
（
≦
Φ
ω
o
房
－
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
で
あ
る
。
先
ず
、
歴
史
性
と
い
う
側
面
が
な
け
れ
ば
、

　
m
昏
魯
ヨ
①
）
で
あ
る
。
罪
に
対
し
て
は
、
罪
が
受
容
さ
れ
得
な
い
と
い
う
　
　
「
啓
示
は
非
具
体
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
私
に
無
制
約
的
に
関

　
　
こ
と
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
本
質
受
容
に
お
い
て
罪
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
　
　
わ
ら
な
い
も
の
に
止
ま
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
具
体
的
な
も
の
だ
け
が

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
だ
け
が
本
質
受
容
で
あ
る
。
」
（
凶
玄
ユ
’
）
　
　
私
に
具
体
的
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
で
な
い
も
の
は
、
い
ず
れ

　
　
こ
こ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
罪
の
現
実
的
な
認
識
と
し
て
、
恩
恵
な
い
し
　
　
に
せ
よ
啓
示
で
は
な
い
。
啓
示
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
具
体
的
で
あ
る
も
の
、

　
完
成
と
の
相
関
（
剛
（
O
彗
①
一
四
ユ
O
”
）
に
お
け
る
罪
の
認
識
と
い
う
考
え
方
を
　
　
そ
れ
が
歴
史
を
形
成
し
、
現
実
の
歴
史
過
程
の
一
つ
の
契
機
と
な
る
」

　
提
起す
後
罪
は
、
そ
れ
が
克
服
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
、
　
　
（
｛
げ
凶
②
゜
Q
Q
卜
H
）
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
。
「
歴
史

　
認
識さ
れ
得
楚
「
こ
の
認
識
は
、
希
望
へ
向
け
て
の
逆
説
的
認
識
で
あ
　
　
へ
入
り
込
む
も
の
は
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
過

8
　
る
、
そ
れ
は
た
だ
信
仰
の
緊
張
に
お
い
て
の
み
十
分
な
意
味
を
も
つ
　
　
ぎ
去
り
行
く
も
の
、
汲
み
尽
く
し
う
る
も
の
に
す
る
相
対
性
を
も
つ
。
」

　　
（
ω
貯
暑
0
5
。
そ
れ
は
罪
の
克
服
性
を
前
提
す
る
。
」
（
凶
玄
ロ
゜
）
「
罪
は
決
し
　
　
（
薫
ユ
．
）
「
史
的
－
具
体
的
な
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
確
か

　　
て
一
つ
の
対
象
で
は
な
く
、
常
に
一
つ
の
状
態
、
即
ち
両
義
性
の
状
態
で
　
　
に
運
動
し
形
成
す
る
が
、
救
済
は
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
ま
さ

　
あ
る
。
」
（
圃
び
一
α
゜
同
O
卜
）
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
歴
史
が
生
ず
る
。
（
凶
三
α
゜
　
　
に
、
救
済
を
必
要
と
す
る
、
両
義
的
な
歴
史
性
の
連
関
に
中
に
立
っ
て
い

　
　
H
㊤
刈
）
「
も
し
歴
史
が
同
時
に
そ
こ
に
お
い
て
両
義
性
の
克
服
、
即
ち
救
い
　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
詮
ユ
．
）
こ
の
よ
う
な
二
者
択
一
を
我
々
が
逃
れ
得
る

　
　
が
生
起
す
る
場
所
で
な
い
な
ら
ば
、
歴
史
に
は
な
ら
ず
、
単
に
両
義
的
な
　
　
の
は
、
我
々
が
た
だ
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
と
き
の
み
で
あ

　
　
経
過
の
総
体
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
凶
三
α
゜
）
救
済
が
「
新
し
い
も
の
」
　
　
る
。
即
ち
、
「
完
全
な
啓
示
は
歴
史
を
創
造
す
る
限
り
、
超
歴
史
的
で
あ

　
　
と
し
て
歴
史
の
中
へ
と
突
入
し
て
く
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
初
め
て
、
歴
　
　
る
」
（
凶
玄
巳
。
「
イ
エ
ス
ー
ー
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
象
し
た
存
在
が
、
超
歴

　
　
史
は
歴
史
と
し
て
成
立
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
我
々
の
歴
史
を
創
造
す
る
、
即
ち
我
々
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　史
に
無
制
約
的
な
意
味
と
中
心
点
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
一
げ
圃
ユ
゜
ω
膳
ω
）
超
歴
史
性
は
「
歴
史
的
な
救
済
の
一
つ
の
質
」
（
幽
三
α
゜
°
。
窓
）



であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
そ
れ
以
外
に
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
」
（
凶
三
ユ
’
）

　
歴史
が
超
歴
史
性
と
い
う
質
を
も
つ
と
き
、
歴
史
は
も
は
や
「
単
純
な
　
　
　
他
方
で
、
救
わ
れ
る
被
造
物
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
「
超
越
的
存
在
が
歴

生成
過
程
で
は
な
い
。
歴
史
は
何
か
が
生
起
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
生
　
　
史
を
変
え
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

起

（
∩
｝

Φ
o
α
O
げ
O
ず
㊦
瓢
）
」
と
は
単
な
る
経
過
（
＜
自
窓
昌
o
q
）
、
生
成
（
≦
Φ
巳
o
ロ
）
　
　
歴
史
的
な
も
の
と
は
」
（
｛
三
ユ
邑
G
。
㎝
H
）
個
体
で
あ
る
。
「
即
ち
そ
れ
が
決
断

以
上
のも
の
で
あ
る
」
（
凶
び
凶
ユ
゜
ω
劇
N
）
。
「
生
成
に
対
し
て
、
新
し
い
何
か
ー
　
　
の
中
に
立
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
個
体
的
な
運
命
と
個
性
的
な
創
造
に

そ
れ

が
有意
味
で
あ
り
最
終
的
に
無
制
約
的
な
意
味
を
も
つ
限
り
ー
が
生
　
　
お
い
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
個
体
で
あ

ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史
に
は
属
す
る
。
生
成
の
性
格
を
も
も
っ
て
い
　
　
る
。
」
（
剛
三
ユ
゜
）
「
究
極
的
深
み
に
お
け
る
個
体
は
、
そ
れ
ゆ
え
両
義
性
の
領

る
あ
る
経
過
を
、
彼
に
と
っ
て
無
制
約
的
に
有
意
味
な
も
の
と
し
て
、
即
　
　
域
に
属
し
て
い
る
。
」
（
醐
ぴ
剛
口
゜
ω
㎝
b
Ω
）
「
実
在
の
中
へ
、
即
ち
両
義
的
な
も
の

ち
彼
に
無
制
約
的
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
者
だ
け
が
歴
　
　
の
過
程
の
中
へ
啓
示
は
突
入
し
、
そ
れ
を
方
向
転
換
さ
せ
る
。
実
存
が
放

史
を
把
握
し
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
歴
史
は
教
義
学
的
に
、
そ
し
て
教
義
学
的
　
　
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
救
い
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

に
の
み
、
歴
史
を
把
握
す
る
主
体
と
歴
史
を
創
造
す
る
対
象
と
の
相
互
関
　
　
実
存
に
お
い
て
救
済
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
歴
史
が
意
味
を

係に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
。
」
（
凶
げ
凶
P
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
ち
、
救
済
が
現
れ
る
こ
と
に
お
い
て
歴
史
の
意
味
が
表
現
さ
れ
る
と
い

　
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
に
お
い
て
生
起
し
た
　
う
こ
と
の
中
に
、
救
い
は
存
在
す
る
。
」
（
凶
ぴ
博
ユ
゜
ω
b
o
刈
）

「イ
エ
ス
ー
ー
キ
リ
ス
ト
の
救
い
の
働
き
は
、
歴
史
（
O
霧
o
眠
o
耳
Φ
）
に
お
い
　
　
　
歴
史
的
な
も
の
と
超
歴
史
的
な
も
の
と
の
統
一
に
お
い
て
、
「
十
字
架

て彼
と
結
び
付
く
も
の
に
対
す
る
彼
の
存
在
の
伝
達
（
≦
け
丹
巴
巨
α
q
）
で
　
　
と
復
活
」
の
象
徴
も
解
釈
さ
れ
る
。
「
イ
エ
ス
ー
ー
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
直

あ
る
」
（
凶
玄
P
°
。
b
。
“
認
。
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
働
き
が
そ
の
存
　
　
観
さ
れ
た
存
在
の
一
つ
の
側
面
は
、
そ
の
中
に
無
制
約
的
存
在
者
と
の
無

在
の

働き
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
無
制
約
者
と
の
無
制
約
的
な
結
合
性
　
　
制
約
的
な
結
合
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ

であ
る
な
ら
ば
、
そ
の
救
済
の
働
き
は
そ
の
神
と
の
結
合
性
（
O
o
亭
　
　
別
の
側
面
は
、
イ
エ
ス
臨
キ
リ
ス
ト
が
こ
の
存
在
の
担
い
手
と
し
て
両
義

く
①3
§
ロ
①
ロ
冨
己
に
参
与
さ
せ
る
こ
と
（
ユ
四
ω
］
り
Φ
躍
昌
O
ず
昌
日
O
巳
帥
ω
ω
O
昌
）
以
　
　
性
の
連
関
の
中
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
義
性
は
正
に
止

外に
あ
り
得
な
い
。
」
（
画
げ
圃
ユ
゜
Q
Q
b
の
O
）
「
救
済
（
国
巴
）
」
と
「
わ
ざ
わ
い
　
　
揚
さ
れ
な
い
。
両
義
性
は
正
に
実
存
で
あ
っ
て
、
実
存
の
中
へ
と
来
る
こ

（d
弓
①
躍
）
」
と
い
う
こ
と
は
、
相
関
概
念
（
閑
o
罠
o
巨
）
で
あ
る
。
「
わ
ざ
　
　
と
が
啓
示
の
本
質
で
あ
る
。
」
（
凶
ぼ
P
ω
H
象
）
勿
論
、
超
越
に
お
け
る
実
存

わ
い
と
い
う
こ
と
は
神
か
ら
の
分
離
で
あ
り
、
分
離
の
帰
結
を
伴
っ
て
い
　
　
の
止
揚
は
有
り
得
る
が
、
そ
れ
は
「
終
末
論
で
あ
り
、
救
済
の
象
徴
領
域

る
。
従
っ
て
こ
の
分
離
が
止
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
救
済
が
存
在
し
て
お
　
　
と
は
別
の
象
徴
領
域
に
属
し
て
い
る
」
（
一
げ
剛
α
゜
ω
μ
刈
）
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三

▽



九四

　さ
て
、
「
実
存
の
中
へ
と
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、
実
存
の
裁
き
の
中
へ
　
　
主
義
で
あ
り
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
は
確
か
に
神
で
あ
る
が
、
そ
の
尊
厳
に
お

歩
み
入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
凶
三
阜
）
。
「
し
か
し
イ
エ
ス
ー
ー
キ
リ
ス
ト
　
　
い
て
最
高
の
神
の
後
に
位
置
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
無制
約
者
と
無
制
約
的
に
結
ば
れ
て
い
る
限
り
、
1
（
中
略
）
ー
裁
き
　
　
に
よ
つ
て
神
概
念
に
お
け
る
分
裂
が
生
ず
る
。
（
凶
玄
阜
）
第
二
の
世
俗
化

は
彼
の
中
心
（
N
Φ
昌
耳
ロ
ヨ
）
に
ま
で
、
即
ち
神
と
の
結
合
性
に
ま
で
貫
徹
　
　
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
と
は
、
イ
エ
ス
を
預
言
者
、
宗
教
的
指
導
者
、
ま
た

し
な
い
。
」
（
画
三
〇
°
）
無
論
、
彼
は
両
義
性
の
中
に
立
つ
も
の
と
し
て
「
全
　
　
は
教
師
な
ど
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
完

て

の

被
造物
と
と
も
に
、
被
造
物
の
死
を
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
　
　
全
な
啓
示
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
要
請
が
断
念
さ
れ
る

裁き
の
死
を
死
ぬ
の
で
は
な
い
。
復
活
は
被
造
的
な
死
の
止
揚
で
は
な
　
　
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
を
次
の
よ

く
、
裁
き
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
死
の
止
揚
で
あ
る
」
（
凶
三
↑
）
。
「
そ
　
　
う
に
規
定
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
論
の
課
題
は
デ
ー
モ
ン
化
と
世
俗
化
へ
の

れ
は
形
式
に
お
い
て
は
神
話
で
あ
り
、
事
柄
の
本
質
に
お
い
て
は
死
と
生
　
　
傾
向
に
対
す
る
防
御
の
も
と
で
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
対
す
る
信

の

再統
一
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
も
は
や
実
存
に
お
い
て
で
は
な
　
　
仰
を
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
圃
げ
凶
ユ
゜
ω
O
O
）

く
、
超
越
に
お
け
る
再
統
一
の
表
現
で
あ
る
。
」
（
同
三
昏
ω
嵩
ご
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
歴
史
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
取
り
組

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
救
済
に
お
け
る
歴
史
性
と
超
歴
史
性
と
の
分
離
が
、
　
　
も
う
と
し
た
中
心
的
な
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
論
を
、
自
然
の
領
域
に
お
い

キ
リ
ス
ト
論
の
デ
ー
モ
ン
化
な
い
し
世
俗
化
に
導
く
も
の
と
考
え
る
。
彼
　
　
て
で
は
な
く
、
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
う

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
イ
エ
ス
H
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
れ
た
存
在
　
　
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
言
う
、
「
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
は
、
経
験

は
、
歴
史
的
な
も
の
と
同
時
に
歴
史
を
止
揚
す
る
も
の
の
完
全
な
形
式
を
　
　
的
な
神
ー
人
的
人
格
の
本
性
（
客
碑
程
）
で
は
な
く
、
無
制
約
者
へ
向
け

持
つ
。
そ
の
救
済
の
力
は
、
一
つ
の
現
実
に
お
け
る
両
者
の
質
の
出
会
い
　
　
ら
れ
た
新
し
い
存
在
が
（
歴
史
へ
と
）
歩
み
入
る
こ
と
（
国
貯
膏
o
冨
ロ
）
で

（
Nβω
m
ヨ
日
O
昌
帥
H
O
欝
昌
）
に
基
づ
く
。
」
（
圃
甑
山
゜
°
。
目
）
超
歴
史
性
と
い
う
側
　
　
あ
り
、
歴
史
（
O
o
ω
o
霞
o
窪
o
）
に
お
い
て
新
し
い
存
在
が
明
ら
か
に
な
る

面ま
た
は
歴
史
性
と
い
う
側
面
の
ど
ち
ら
か
一
方
へ
の
傾
斜
は
、
完
全
な
　
　
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
論
の
前
提
は
、
神
学
的
自
然
解
釈
で
は
な
く
、

啓
示
の

デー
モ
ン
化
な
い
し
世
俗
化
を
意
味
し
て
い
る
。
（
凶
げ
団
戯
゜
）
第
一
　
　
神
学
的
歴
史
解
釈
で
あ
る
」
と
。
（
帥
玄
阜
゜
。
お
）
勿
論
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

の

デー
モ
ン
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
論
と
は
、
「
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
　
　
「
真
の
神
に
し
て
、
真
の
人
」
と
い
う
定
式
化
の
歴
史
的
意
義
を
否
定
す

ス
が
、
一
方
で
は
教
会
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
基
礎
に
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
　
　
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
議
論
の
枠
組
み
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
古
代
の
キ

は
彼
に
関
し
て
、
彼
は
神
的
な
完
全
性
の
制
約
さ
れ
た
担
い
手
と
し
て
現
　
　
リ
ス
ト
論
は
、
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
哲
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
へ
の

象
す
る
」
（
剛
げ
剛
簾
゜
も
Q
O
劇
）
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
典
型
は
ア
リ
ウ
ス
　
　
完
全
な
啓
示
の
受
容
と
し
て
、
ま
た
そ
の
際
に
生
ず
る
デ
ー
モ
ン
化
か
ら



の防
御
と
し
て
判
断
さ
れ
得
る
」
（
凶
玄
α
゜
謹
O
ご
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
の
歴
史
と
し
て
は
反
本
質
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
反
本
質
性
の
克
服
は

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
キ
リ
ス
ト
論
を
自
然
の
問
題
か
ら
歴
史
の
問
題
へ
と
　
　
歴
史
の
克
服
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
、
我
々
に
関
わ
り
、
そ
し
て

移そ
う
と
す
る
理
由
は
、
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
論
を
二
つ
の
自
然
本
性
の
　
　
同
時
に
我
々
を
救
う
た
め
に
は
、
一
つ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

問
題
、
即
ち
人
間
の
本
質
と
神
の
本
質
の
問
題
と
し
て
考
え
る
場
合
に
　
　
い
。
」
（
凶
ぼ
巳

は
、
歴
史
の
前
提
と
し
て
の
反
本
質
性
と
い
う
事
実
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
　
　
　
歴
史
は
キ
リ
ス
ト
論
的
逆
説
の
場
所
で
あ
っ
て
（
凶
げ
圃
ユ
゜
G
Q
α
艀
）
、
「
歴
史

な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
と
い
う
の
は
、
本
質
は
歴
　
　
の
措
定
は
同
時
に
歴
史
に
お
い
て
歴
史
を
克
服
す
る
力
の
措
定
で
あ
る
と

史
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
団
げ
圃
住
゜
o
Q
α
O
）
第
二
に
、
罪
の
克
服
と
　
　
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
両
方
の
傾
向
が
と
も
に
立
っ
て
い
る

し
て
、
「
新
し
い
も
の
の
生
起
」
と
い
う
こ
と
が
歴
史
概
念
の
中
心
的
な
　
　
と
こ
ろ
の
生
に
参
与
し
な
い
者
は
、
キ
リ
ス
ト
論
的
逆
説
を
拒
否
せ
ざ
る

構
成

要素
で
あ
っ
た
が
、
我
々
は
自
然
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
内
的
な
生
　
　
を
得
な
い
」
（
画
三
ユ
゜
ω
認
）
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
キ
リ
ス
ト
論
的
逆
説
を
解
消

起

（
∩
｝

O
の
O
ゴ
Φ
サ
Φ
口
）
へ
の
入
り
口
を
も
っ
て
は
い
な
い
」
（
凶
玄
9
°
。
㎝
O
）
と
　
　
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
逆
説
が
救
済
の
視
点
の
下
で
正
し
く

いう
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
我
々
が
、
そ
の
内
的
な
生
起
に
つ
い
て
知
ら
　
　
表
現
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
の
問
題
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

な
い
と
こ
ろ
の
自
然
の
領
域
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
論
が
考
え
ら
れ
る
な
ら
　
　
る
。

ば
、
そ
の
と
き
キ
リ
ス
ト
は
、
「
歴
史
の
中
へ
孤
立
的
に
突
入
し
、
し
か
し

蹴
蕩
簾
謳
鎗
齢
灘
鰐
羅
黎
罷
饗
　
一
二
、
新
し
い
も
の
の
現
象
の
論
理
と
し
て
の
晟
就
」

し
た
自
然
の
奇
跡
の
思
惟
で
は
な
い
」
．
（
凶
甑
ユ
゜
）
。
結
局
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
　
　
　
こ
こ
で
は
、
以
上
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
の
議
論
が
成
立
す
る
た
め
の

罪
か
ら
の
救
い
と
い
う
観
点
を
明
確
化
す
る
と
い
う
動
機
か
ら
、
キ
リ
ス
　
　
本
質
的
な
論
理
を
、
「
成
就
（
国
駄
自
§
α
Q
）
」
と
い
う
概
念
に
焦
点
を
当
て

ト
論
を
歴
史
の
地
盤
の
上
で
展
開
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。
と
い
う
の
　
　
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
匹
諺
即
ち
、
「
成
就
」
と
い
う
概
念
が

は
、
「
も
し
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
象
し
た
存
在
が
、
現
実
的
に
歴
史
的
　
　
担
っ
て
い
る
論
理
構
造
－
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
の
論
理
構
造
の
一
側
醜
1

であ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
論
的
問
題
は
、
同
じ
よ
う
に
歴
史
性
と
超
歴
　
　
を
、
「
新
し
い
も
の
の
現
象
の
論
理
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
提
起
す

史
性
と
い
う
二
重
性
に
お
け
る
実
存
の
問
題
」
（
筐
ユ
゜
）
に
な
る
か
ら
で
　
　
る
。

あ
る
。
「
真
の
（
蓄
訂
）
人
で
あ
り
、
真
の
神
と
い
う
問
題
は
、
真
の
　
　
「
成
就
」
は
啓
示
を
規
定
す
る
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
の

（①
o窪
）
歴
史
で
あ
り
、
歴
史
の
真
の
克
服
と
い
う
問
題
に
な
る
。
歴
史
は
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
、
啓
示
を
表
現
す
る
最
も
包
括
的
な
概
念
と
し
て
「
突

テ
イ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



九
六

破

（∪
口
同
O
ゴ
げ
歪
O
ゴ
）
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
こ
の
突
破
と
い
う
こ
と
が
成
　
　
は
、
我
々
は
生
起
へ
の
入
り
口
を
も
っ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た

立す
る
た
め
に
は
、
啓
示
に
よ
り
突
破
さ
れ
る
対
象
が
前
提
さ
れ
る
。
　
　
こ
と
が
想
起
さ
れ
た
い
。

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
こ
れ
を
「
連
関
（
N
ロ
臣
ヨ
ヨ
o
喜
雪
o
q
）
」
と
い
・
途
即
ち
、
啓
　
　
　
し
か
し
、
「
突
破
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
、
旧
連
関
と
新
連
関
の
関

示
が連
関
の
中
へ
の
啓
示
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
突
破
と
い
う
こ
と
で
あ
　
　
係
は
、
さ
し
づ
め
時
間
の
前
後
関
係
と
い
う
こ
と
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。

る
。
「
突
入
（
国
貯
ぴ
建
o
げ
）
」
と
い
う
概
念
も
、
同
じ
論
理
を
基
に
成
立
す
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
旧
連
関
と
新
連
関
と
の
本
質
的
な
論
理
的
関
係
が
表
現
さ
れ

る
同
義
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
啓
示
が
世
界
連
関
の
内
　
　
る
啓
示
の
概
念
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
論
理
的
関
係
を
担
い
、
啓
示
を

在
的
な
展
開
で
は
な
く
、
超
越
か
ら
の
突
破
で
あ
る
限
り
、
啓
示
の
突
破
　
　
規
定
す
る
概
念
が
「
成
就
」
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
、
連
関
は
な
に
が
し
か
の
変
容
を
被
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
啓
示
　
　
　
そ
も
そ
も
「
新
し
い
」
と
は
如
何
な
る
規
定
で
あ
り
、
「
新
し
い
も
の
」

は
、
制
約
的
な
も
の
の
「
揺
り
動
か
し
（
甲
ω
。
暮
け
8
建
コ
o
q
V
」
で
あ
る
　
　
は
如
何
に
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
旧
い
連
関
に
対
し
て
、
本
質

（凶三
α
゜
蔭
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
差
し
当
た
り
、
旧
い
連
関
が
啓
示
に
よ
っ
て
突
　
　
的
に
新
し
い
も
の
は
、
旧
い
連
関
の
中
に
親
和
的
に
位
置
付
け
ら
れ
得
な

破
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
連
関
が
成
立
す
る
と
い
う
論
理
構
造
を
　
　
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
旧
連
関
の
中
に
親
和
的
に
受
容
さ
れ
る
も
の
で

取り
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
図
1
）
。
こ
こ
で
、
啓
示
は
単
に
連
関
を
突
破
　
　
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
連
関
に
対
し
て
、
本
質
的
に
新
し
い
も
の
で
は
な

す
る
だ
け
で
連
関
そ
れ
自
体
を
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
な
　
　
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
新
し
い
も
の
が
旧
い
連
関
に
突
入

ら
ば
、
そ
れ
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
論
理
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
連
関
の
　
　
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
旧
連
関
を
揺
り
動
か
す
も
の
と
し
て
現
象
す
る
。

中
へ
孤
立
的
に
侵
入
す
る
啓
示
の
考
え
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
そ
れ
で
は
　
　
し
か
し
、
た
と
え
新
し
い
も
の
と
し
て
現
象
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ

な
い
。
啓
示
が
世
界
の
連
関
に
対
す
る
啓
示
で
あ
る
限
り
、
突
破
に
よ
っ
　
　
れ
が
旧
い
連
関
に
お
い
て
認
識
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
れ
が
認
識
さ
れ
る
の

て

罪
の

連関
が
克
服
さ
毯
救
済
の
連
関
の
中
へ
被
造
物
を
立
た
し
め
る
　
　
は
新
し
い
連
関
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
際
、

も
の
で
あ
る
限
り
、
突
破
に
よ
っ
て
、
旧
い
連
関
が
旧
い
ま
ま
に
留
ま
る
　
　
こ
こ
で
現
象
し
た
新
し
い
も
の
を
原
理
と
し
て
、
新
し
い
連
関
は
形
成
さ

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
連
関
の
中
へ
孤
立
的
に
入
り
込
む
啓
示
と
い
う
考
　
　
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
先
の
旧
連
関
を
突
破
し
た
も
の
が
、
別
の
原

え
方
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
超
自
然
主
義
」
と
し
て
拒
否
し
た
も
の
で
あ
　
　
理
を
基
に
し
て
形
成
さ
れ
た
新
し
い
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で

り
、
正
に
こ
の
超
自
然
主
義
に
た
い
し
て
彼
は
自
ら
の
思
想
を
提
起
し
て
　
　
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
、
こ
の
別
の
原
理
こ
そ
が
、
旧
連
関
に
対

いる
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
キ
リ
ス
ト
論
を
自
然
本
性
の
問
題
か
　
　
す
る
真
に
新
し
い
も
の
と
し
て
の
突
破
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ

ら
歴
史
の
問
題
へ
移
そ
う
と
し
た
の
は
、
自
然
と
い
う
地
平
に
お
い
て
　
　
る
。



新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
こ
で
次
に
、
新
旧
両
連
関
の
論
理
的
関
係
を
吟
味
し
た
い
。
第
一
に
、

則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
者
は
突
破
を
境
界
と
し
て
時
間
的
な
前
後
関
係
を
な
す
の
み
で
、
本
質

迷
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
も
の
（
図
3
）
。
し
か
し
こ
れ
ま
テ
ィ

の

澗　
勾
新
　
田
馴
　
田
で
は
罪
の
連
関
か
ら
の
我
あ
馨
で
は
な
い
か
ら
で
あ
・
・
救
い
が
罪

瑚
　
　
　
　
　
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ッ
ヒ
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
そ
れ

咽

翻　
咽
　
　
咽
。
遡
　
咽
の
連
関
の
中
に
立
つ
我
・
の
救
い
で
あ
る
限
り
、
新
し
い
連
関
は
旧
連
関

旧
　
　
　
　
　
　
欄
　
　
　
　
　
　
旧
　
　
　
　
　
　
と
無
関
係
で
は
な
い
。
更
に
は
、
新
し
い
連
関
は
、
旧
い
罪
の
連
関
の
単

関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
否
定
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

随
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　我
々
の
救
い
で
は
な
い
か
ら
で
あ
魅
第
二
の
論
理
的
関
係
と
し
て
、
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連関
が
新
連
関
を
包
含
す
る
場
合
（
図
4
）
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　内
容
上
あ
り
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
新
連
関
が
旧
連
関
の
中
に
位
置
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
新
連
関
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
醸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
連
関
と
新
連
関
は
一
部
分
が
交
わ
る
と
い
う
場
合
（
図
5
）
。
し
か
し
、

町
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
場
合
は
、
救
い
に
与
か
ら
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い罪
の
連
関
が
全
体
と
し
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
し
た

働
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
っ

て残
る
論
理
的
可
能
性
は
、
新
し
い
連
関
が
、
旧
い
連
関
を
包
含
す

髄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　る
と
い
う
場
合
だ
け
で
あ
る
（
図
6
）
。
し
か
し
そ
の
際
、
旧
い
連
関
は
単

く

　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
そ
の
ま
ま
の
あ
り
方
で
新
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な

腱

囲　
　
　
　
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
連
関
は
、
旧
い
連
関
の
単
な
る
拡
張

　
　匠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
し
か
な
く
、
本
質
的
な
新
し
さ
は
な
い
。
救
い
の
中
で
、
罪
は
克
服
さ

関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
る
も
の
と
し
て
、
裁
き
の
否
定
性
の
下
に
立
つ
。
し
か
し
旧
連
関
は
、

雛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　単
に
否
定
さ
れ
、
破
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
連
関
の
申
に
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付け
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
新
た
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



九

八

な
否
定
性
と
肯
定
性
を
伴
っ
た
、
新
し
い
連
関
へ
の
位
置
付
け
を
通
し
て
　
　
に
救
い
の
連
関
に
参
与
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
「
象
徴
」
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

初
め
て
、
旧
い
連
関
は
、
突
破
の
た
め
の
準
備
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
。
　
　
思
想
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
う
論
理
的
必
然
性
が
あ
電
罪
の
下
に

そ
し
て
こ
の
準
備
と
し
て
の
旧
連
関
に
対
す
る
新
し
い
も
の
の
現
象
こ
そ
　
　
立
つ
我
々
の
言
葉
が
、
同
時
に
救
い
に
与
か
る
こ
と
を
通
し
て
、
新
し
い

が

「成
就
」
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ
る
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
　
　
も
の
を
指
し
示
す
時
、
そ
れ
は
象
徴
と
な
る
。
確
か
に
新
し
い
も
の
は
、

て
そ
れ
は
、
旧
い
連
関
に
お
い
て
単
な
る
時
間
的
な
先
取
り
と
し
て
予
見
　
　
旧
い
も
の
の
中
に
現
象
す
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
の
現
象
に
よ
っ

さ
れ
た
こ
と
が
現
実
化
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
論
理
的
に
異
な
る
。
そ
の
　
　
て
、
旧
い
連
関
に
お
け
る
言
葉
は
、
否
定
の
下
に
お
か
れ
、
揺
り
動
か
さ

場
合に
は
否
定
性
を
伴
っ
た
肯
定
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
旧
連
関
の
　
　
れ
、
そ
れ
が
新
し
い
も
の
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
と
き
、
旧
い
連
関
の
中

克
服
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
単
な
る
旧
連
関
に
お
け
る
も
の
の
、
内
的
な
　
　
で
そ
れ
な
り
に
調
和
的
で
あ
っ
た
概
念
ど
う
し
に
齪
鋸
が
起
き
、
緊
張
の

時
間
的
展
開
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
新
し
い
も
の
の
現
象
に
　
　
下
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
旧
い
連
関
が
単
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で

よ
っ
て
、
旧
連
関
が
否
定
性
の
下
に
立
ち
つ
つ
新
し
い
連
関
に
位
置
付
け
　
　
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
言
葉
は
、
如
何
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
、
新
し

ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
、
成
就
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
　
　
い
も
の
を
指
し
示
す
可
能
性
を
も
ち
得
な
い
。
新
し
い
連
関
に
参
与
す
る

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
、
新
し
い
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

　
以
上は
、
新
し
い
も
の
の
現
象
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
い
も
　
　
あ
る
。

のと
し
て
の
救
済
は
、
現
象
の
側
面
の
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
　
　
　
そ
こ
で
、
今
一
度
時
間
軸
を
入
れ
て
整
理
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る

超
越
の
側
面
を
も
つ
。
即
ち
、
そ
れ
は
完
成
を
待
つ
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
　
　
（
図
2
）
。
旧
連
関
を
突
破
し
た
啓
示
は
、
歴
史
に
対
す
る
意
味
付
与
的
原

そ
れ
ゆ
え
、
新
し
い
連
関
は
完
成
の
時
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
　
　
理
と
し
て
新
連
関
を
創
造
す
る
。
こ
の
原
理
に
よ
り
、
旧
連
関
が
否
定
さ

ゆ
え
、
「
連
関
」
が
あ
く
ま
で
既
に
現
実
化
し
た
も
の
の
連
関
を
表
す
と
　
　
れ
つ
つ
、
新
連
関
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
罪
の
連

す
れ
ば
、
救
済
と
し
て
の
新
し
い
連
関
は
、
た
だ
比
喩
的
に
の
み
「
連
関
」
　
　
関
と
し
て
認
識
さ
れ
、
突
破
の
準
備
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
歴

と
し
て
表
現
さ
れ
得
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
は
新
し
い
連
関
を
十
全
に
語
　
　
史
が
歴
史
で
あ
る
以
上
、
罪
の
連
関
は
、
突
破
に
よ
っ
て
、
現
時
点
で
は

る
言
葉
を
手
に
し
て
は
い
な
い
。
確
か
に
我
々
は
、
現
実
の
時
の
中
で
旧
　
　
完
全
に
止
揚
さ
れ
て
は
い
な
い
。
今
な
お
歴
史
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と

い

連関
に
属
す
る
言
葉
し
か
も
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
言
葉
は
単
　
　
は
、
歴
史
に
お
い
て
あ
く
ま
で
否
定
性
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

に
否
定
さ
れ
る
べ
き
旧
い
連
関
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
連
関
　
　
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
救
い
の
連
関
（
肯
定
性
）
に
参
与
し
て
い

に
参
与
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
罪
の
裁
き
の
下
に
立
つ
も
の
は
、
同
時
　
　
る
。
即
ち
、
啓
示
の
突
破
に
よ
っ
て
、
否
定
性
と
肯
定
性
の
両
義
性
と
い



薙
縮
灘
鞭
靴
艶
醜
篶
雛
麺
　
　
註

連
関
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
は
、
救
い
の
連
関
は
完
成
へ
　
　
（
1
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
学
問
の
体
系
を
三
部
に
分
け
、
各
々
を
思
惟
科

と
至
る
も
の
と
し
て
、
旧
連
関
を
否
定
し
つ
つ
包
含
す
る
と
い
う
こ
と
が
　
　
　
　
学
（
論
理
学
、
数
学
な
ど
）
、
存
在
科
学
（
物
理
学
、
生
物
学
、
心
理

意
味
さ
れ
て
い
る
。
「
恩
恵
の
秩
序
の
普
遍
性
は
、
罪
の
連
関
の
普
遍
性
　
・
　
　
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
な
ど
）
、
精
神
科
学
（
学
問
、
芸
術
、
法
な

を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
。
」
（
筐
阜
H
㊤
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
）
と
す
る
。
彼
の
体
系
構
想
の
一
つ
の
目
的
は
、
文
化
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　宗
教
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
宗
教
を
弁
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ち
、
宗
教
は
他
の
文
化
領
域
に
併
置
さ
れ
る
一
つ
の
領
域
で
は
な

　
　
　ま
と
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
・
自
律
的
な
方
向
性
で
あ
る
文
化
に
対
し
て
・
神
律
的
な
方
向
性

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
罪
を
歴
史
概
念
の
前
提
と
し
た
。
そ
の
議
論
に
お
い
　
　
　
　
と
し
て
宗
教
は
規
定
さ
れ
る
。

て重
要
な
点
は
、
罪
が
そ
れ
自
身
と
し
て
は
認
識
さ
れ
ず
、
罪
の
克
服
、
　
　
（
2
）
　
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
講
義
の
終
了
に
よ
り
、
第
二
部
の
三
分
の

即
ち
救
済
を
前
提
し
て
初
め
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
一
と
第
三
部
は
存
在
し
な
い
。

従
っ
て
、
歴
史
は
罪
の
措
定
と
罪
の
克
服
と
い
う
両
義
性
に
お
い
て
初
め
　
（
3
）
予
め
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
、
．
甑
ω
8
ユ
ω
o
げ
．
、
と
、
・
o
q
＄
o
甑
0
7
慈
o
ゴ
、
、
の

て規
定
さ
れ
た
。
救
済
と
い
う
「
新
し
い
も
の
」
の
歴
史
へ
の
突
入
を
通
　
　
　
　
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
注
意
し
た
い
。
尤
も
、
『
学
の
体
系
』
や
『
教

し
て
、
超
歴
史
と
の
相
関
に
お
い
て
、
歴
史
は
歴
史
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
，
　
　
義
学
』
に
お
け
る
両
者
の
使
い
分
け
が
、
例
外
な
く
厳
密
な
も
の
で

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
歴
史
概
念
を
基
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
キ
　
　
　
　
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
慣
用
的
な
言
い
回
し
に
引
か

リ
ス
ト
論
を
展
開
し
た
と
言
う
ζ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
　
　
　
　
れ
て
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
議
論
と
し
て
は
、

お
け
る
歴
史
思
想
の
根
底
に
あ
る
論
理
を
、
「
成
就
」
と
い
う
概
念
に
焦
　
　
　
　
明
ら
か
に
異
な
る
二
つ
の
事
柄
が
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

点
を
当
て
る
こ
と
を
も
っ
て
取
り
出
し
、
そ
れ
を
「
新
し
い
も
の
の
現
象
　
　
　
　
し
て
両
者
の
違
い
は
、
『
教
義
学
』
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
さ
れ
て

の

論理
」
と
し
て
解
釈
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
一
方
の
、
、
匿
゜
・
8
「
剛
ω
昌
、
．
は
、
経
験
的
な
学
問
的
方
法
を
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徴
付け
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
即
ち
、
個
体
を
因
果
連
関
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
置
付け
て
認
識
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
教
義
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で

主に
問
題
に
な
る
の
は
、
．
．
o
q
o
ω
〇
三
〇
ゴ
慈
o
げ
、
．
の
方
で
あ
る
。
そ

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



一
〇

〇

　　
の
規
定
は
以
下
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
　
　
　
　
惑
か
ら
罪
へ
の
移
行
、
「
全
て
の
存
在
と
の
結
合
性
に
お
け
る
」
移

　　
、
、
三
ω
8
ユ
ω
魯
、
・
を
「
歴
史
学
的
」
な
い
し
「
史
的
」
と
訳
し
、
　
　
　
行
を
「
普
遍
的
移
行
（
α
霞
巨
冒
o
房
毘
o
α
げ
臼
α
q
帥
コ
α
q
）
」
と
表
現
し
て

　　
．
、
α
q
Φ
ω
o
嵐
昌
慈
島
．
．
を
「
歴
史
的
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
罪
に
つ
い
て
普
逼
性
（
d
口
圃
く
Φ
H
ω
四
一
凶
陣
叫
叶
）
と

（4
）
勿
論
こ
こ
で
「
形
而
上
学
的
」
と
い
う
の
は
、
実
存
の
事
柄
を
離
　
　
　
　
い
う
こ
と
が
妥
当
し
、
且
つ
、
罪
を
恩
恵
と
の
相
関
概
念
と
し
て
捉

　　
れ
、
抽
象
的
、
思
弁
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
　
　
　
　
え
る
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
に
則
れ
ば
、
恩
恵
の
普
遍
性
と
い

　　
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
は
、
形
而
上
学
を
神
律
を
直
接
的
に
表
現
す
　
　
　
　
う
こ
と
も
ま
た
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　　
る
も
の
と
し
て
規
定
し
、
精
神
科
学
の
中
に
位
置
付
け
て
い
る
。
　
　
（
7
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ト
レ
ル
チ
が
「
歴
史
的
－
個
性
的
な
る
も
の
の

　　
（
這
器
』
切
O
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶
然
的
、
創
造
的
性
格
を
、
力
を
込
め
て
強
調
し
て
い
る
点
」

（5
）
　
「
努
力
」
と
い
う
邦
訳
に
含
ま
れ
る
肯
定
的
な
意
味
合
い
は
、
こ
の
　
　
　
　
（
一
〇
漣
二
謡
）
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
、
ト
レ
ル

　
　文
脈
に
お
け
る
．
．
o
。
霞
o
び
雪
、
．
に
は
な
い
。
ド
イ
ツ
語
の
・
、
ω
嘗
Φ
げ
゜
ロ
・
・
　
　
　
　
チ
が
歴
史
的
な
も
の
の
範
疇
と
し
て
考
え
た
、
「
個
性
」
や
＝
回

　　
は
「
権
力
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
」
と
い
う
と
き
に
も
用
い
ら
れ
、
　
　
　
　
性
」
と
い
う
概
念
を
、
歴
史
の
問
題
の
前
提
と
な
る
「
実
存
」
や
「
自

　　
こ
こ
で
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
己
」
と
い
う
概
念
規
定
に
際
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

（6
）
　
『
教
義
学
』
（
一
露
㎝
）
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
言
え
る
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
　
　
　
　
る
。

　　
．
・
毘
o
q
o
目
o
凶
ロ
・
・
と
、
ゴ
三
話
昂
鑑
、
の
用
法
の
違
い
に
注
意
す
る
必
要
　
　
（
8
）
同
様
の
考
え
方
は
、
『
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
』
（
H
O
N
O
）
に
も

　　
が
あ
る
。
一
方
で
、
・
聾
α
9
Φ
ヨ
o
ぎ
、
．
と
は
、
本
質
の
統
一
性
を
表
し
　
　
　
認
め
ら
れ
る
。
「
真
に
認
識
す
る
こ
と
（
8
簿
①
ω
国
鼻
o
目
o
昌
）
は
、

　　
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
個
性
的
（
貯
島
三
ユ
ロ
⑦
5
」
の
対
義
語
で
　
　
　
　
常
に
愛
す
る
こ
と
（
い
剛
o
げ
o
昌
）
、
そ
の
対
象
と
一
つ
に
な
る
こ
と

　
　あ
る
。
他
方
で
．
、
葺
団
く
Φ
誘
巴
、
・
は
、
個
体
が
そ
の
個
体
性
を
保
持
し
　
　
　
　
（
ω
幽
0
7
1
国
凶
口
①
口
）
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
対
象
は
、
単
な
る
対

　　
つ
つ
も
、
存
在
者
の
全
体
が
関
連
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
　
　
　
　
象
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
し
か
し
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と

　
　し
て
い
る
。
特
に
、
罪
の
普
遍
性
、
及
び
そ
の
相
関
と
し
て
恩
恵
の
　
　
　
は
、
た
だ
自
己
破
壊
と
い
う
代
価
を
払
っ
て
の
み
一
つ
に
な
る
こ
と

　
　普
遍
性
と
い
う
と
き
、
．
、
巨
貯
臼
ω
国
憶
が
使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
罪
　
　
　
　
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
」
（
一
㊤
b
。
①
”
合
）
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
後
に
、
結

　
　に
つ
い
て
、
「
我
々
は
個
体
性
と
し
て
罪
を
犯
す
の
で
は
な
く
、
全
　
　
　
　
合
と
分
離
と
い
う
範
躊
で
認
識
の
問
題
を
把
握
し
て
い
る
が

　
　
て

の存
在
と
の
結
合
性
（
＜
①
旨
巨
ユ
o
芸
o
巳
に
お
い
て
罪
を
犯
す
。
　
　
　
　
（
H
り
呂
）
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
前
期
に
お
い
て
既
に
確
認
さ
れ

　　
こ
れ
が
罪
の
必
然
性
で
あ
る
。
」
（
一
り
b
σ
㎝
鱒
H
O
ω
）
と
言
わ
れ
る
が
、
誘
　
　
　
　
る
。
（
註
1
0
も
参
照
）



（9
V
後
期
の
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
、
「
相
関
の
方
法
」
と
し
て
展
開
　
　
　
　
念
に
着
目
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　さ
れ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
が
、
『
教
義
学
』
で
は
罪
の
認
識
論
的
　
　
（
1
3
）
　
後
に
触
れ
る
が
、
「
成
就
」
に
は
現
象
の
側
面
と
超
越
の
側
面
が
あ

　
　問
題
連
関
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

（1
0
）
　
罪
が
被
造
物
の
本
質
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
ご
　
　
（
1
4
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
「
体
系
（
ω
閤
8
ヨ
）
」
と
い
う
概
念
が
精
神

　
　と
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
義
論
の
命
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
　
　
　
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
連
関
（
N
口
ω
⇔
ヨ
ヨ
o
〒

　　
（
H
O
b
o
㎝
H
H
O
Q
Q
跡
［
）
ま
た
、
こ
こ
に
お
け
る
認
識
論
的
考
え
方
は
、
『
学
　
　
　
　
訂
5
0
q
）
」
は
よ
り
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
連
関
は
認
識
が
成
立

　
　
の体
系
』
の
中
に
既
に
認
め
ら
れ
る
。
「
認
識
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
　
　
　
　
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
枠
組
み
で
あ
る
。
（
註
1
0
に
お
け
る
引
用

　
　
連関
（
N
器
国
ヨ
ヨ
Φ
旨
き
σ
q
）
の
中
に
必
然
的
な
部
分
と
し
て
位
置
付
　
　
　
　
を
参
照
）

　
　け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
孤
立
し
て
い
る
個
体
（
ロ
器
田
〒
　
　
（
1
5
）
厳
密
に
言
え
ば
、
罪
の
連
関
と
い
う
表
現
は
適
切
で
は
な
い
。
と

　　
N
⑦
ぎ
Φ
ぎ
ω
①
ぎ
臼
く
臼
o
貯
N
①
一
§
o
q
）
は
、
認
識
の
対
象
で
は
な
い
。
」
　
　
　
　
い
う
の
は
、
罪
と
は
本
質
的
な
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
な
い
も

　　
（
一
〇
N
ω
”
H
H
㎝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
啓
示
に
よ
っ
て
、
罪
の
罪
た
る
こ
と

（1
1
）
本
文
の
次
の
引
用
中
の
、
救
い
の
働
き
が
　
、
、
ユ
窃
　
　
　
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
両
義
的
な
連
関
、
裁
き
の
否
定
性
の
下
に
あ

　　
↓
⑦
コ
器
ず
ヨ
Φ
巳
器
ω
Φ
昌
・
・
で
あ
る
、
と
い
う
表
現
と
考
え
合
わ
せ
て
解
　
　
　
　
る
、
旧
い
在
り
方
と
い
う
意
味
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
罪
の
連
関

　
　
釈す
る
な
ら
、
こ
こ
で
の
「
伝
達
（
≦
け
8
幽
一
巨
α
q
）
」
は
、
単
に
情
報
　
　
　
　
（
o
。
雪
α
Φ
葭
口
ω
o
ヨ
ヨ
Φ
口
冨
コ
o
q
）
」
（
一
⑩
b
。
㎝
”
一
〇
㎝
〉
と
い
う
表
現
を
用
い

　
　を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
の
認
識
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
理
　
．
　
　
る
。

　
　解
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
啓
示
は
「
突
破
（
U
g
o
げ
げ
把
゜
げ
）
」
で
は
あ
る
が
、
「
破
壊
（
N
震
－

（12
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
思
想
に
お
い
て
「
カ
イ
ロ
ス
」
、
即
ち
「
時
の
　
　
　
　
゜
・
一
α
歪
昌
α
q
）
」
で
は
な
い
（
這
b
。
㎝
凪
H
）
。

　
　
成
就

（国
臥些
巨
ゆ
q
）
」
と
い
う
概
念
が
中
心
的
役
割
を
占
め
て
い
る
　
　
（
1
7
）
　
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
言
葉
」
と
い
う
表
現
を
取
っ
た
が
、
勿
論

　　
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
期
の
体
系
構
想
に
ま
で
　
　
　
　
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
言
語
で
あ
る
必
要
な
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え

　
　視
野
を
広
げ
る
と
、
『
学
の
体
系
』
の
精
神
科
学
に
お
い
て
、
「
意
味
　
　
　
　
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
被
造
物
が
、
無
制
約
的
な
も
の
を
指
し
示
す
象

　
　
充実
（
ω
剛
諺
o
睡
自
毒
o
q
）
」
と
い
う
概
念
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
判
　
　
　
　
徴
と
な
り
得
る
。
と
い
う
の
は
、
全
て
の
被
造
物
が
、
罪
の
下
に
あ

　
　明
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
の
根
底
に
あ
る
、
よ
り
　
　
　
　
る
と
同
時
に
救
い
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
包
括的
な
論
理
構
造
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
「
成
就
」
と
い
う
概
　
　
（
1
8
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
教
義
学
』
に
お
け
る
「
両
義
性
」
と
は
、
否
定

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
教
義
学
』
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



一
〇

二

　
　
性と
肯
定
性
の
両
義
性
（
N
≦
①
置
o
猛
o
q
貯
o
己
で
あ
り
、
こ
れ
を
英
　
　
　
　
≦
o
ヨ
臼
ω
o
窪
2
0
μ
U
房
ω
o
匡
o
駄
H
O
°
。
O

　
　語
で
・
．
。
。
ヨ
げ
貫
蕊
蔓
．
、
（
曖
昧
さ
）
と
訳
す
と
、
こ
こ
で
の
意
味
が
不
　
　
H
㊤
N
O
”
U
器
∪
叫
ヨ
〇
三
ω
昌
⑦
”
国
圃
昌
切
o
貯
m
σ
q
N
霞
ω
ヨ
巳
o
痺
ニ
ロ
σ
q
α
o
同

　
　明
確
に
な
る
。
「
あ
る
語
が
両
義
的
で
あ
る
の
は
、
ー
（
中
略
）
1
そ
　
　
　
　
O
o
・
・
o
甑
o
ゴ
団
審
曾
”
毫
』
）

　
　
れ

が
数個
の
意
味
を
も
つ
と
き
で
は
な
く
、
あ
る
一
つ
の
意
味
が
属
　
　
H
㊤
α
㎝
”
守
風
o
ぢ
註
8
四
巳
函
3
乱
o
O
o
q
①
゜
評
〇
三
〇
ヨ
ω
o
h
§
O
導
o
δ
題
o
h

　
　し
て
い
る
層
に
対
し
て
、
あ
る
情
動
的
な
（
α
q
o
葺
置
ω
ヨ
農
剛
α
q
）
矛
盾
　
　
　
O
o
曽
置
o
ロ
（
画
昌
”
§
°
H
）

　
　
の申
に
立
つ
第
二
の
意
味
が
そ
の
層
に
属
す
る
と
き
で
あ
る
。
ー
　
　
（
O
≦
°
”
O
o
・
。
四
ヨ
日
痒
o
≦
o
疑
o
°
国
お
α
q
°
く
゜
国
o
昌
馨
①
≧
鐸
o
o
算
゜
ω
臼
β
暮
α
q
窪
庁

　　
（
中
略
）
1
存
在
は
そ
の
両
義
性
に
お
い
て
啓
示
の
象
徴
に
な
り
得
　
　
　
　
H
O
α
㊤
1
お
胡
）

　
　る
と
、
い
ま
我
々
が
言
う
と
き
、
そ
れ
で
も
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
　
　
§
°
”
竃
m
ぎ
≦
o
時
゜
・
1
出
餌
ξ
薯
o
爵
ρ
切
o
島
ミ
客
o
箋
団
o
時
H
O
。
。
㌣
）

　
　こ
と
は
、
存
在
は
、
そ
の
啓
示
の
意
義
の
否
を
通
し
て
、
啓
示
の
意

　
　義
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
一
〇
b
o
O
”
　
一
刈
ω
）

（1
9
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
文
の
直
前
で
、
「
罪
の
普
遍
性
は
、
恩
恵
の
普

　
　
遍
性と
の
相
関
関
係
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
」
と
し
た
上
で
、
「
神
は

　
　
全
て

の
人を
憐
れ
む
た
め
に
、
全
て
の
人
を
不
従
順
の
中
に
閉
じ
込

　
　め
た
の
で
あ
る
。
」
（
閑
O
ヨ
H
H
聯
ω
b
o
）
を
引
用
し
て
い
る
。
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