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　キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
、
弁
証
の
問
題
は
古
く
か
ら
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か

し
、
近
代
に
お
い
て
は
、
自
律
的
な
文
化
に
対
す
る
弁
証
と
い
う
契
機
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
自
律

的
な
文
化
に
対
し
て
宗
教
を
他
律
的
に
立
て
る
と
い
う
道
を
取
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
議
論
に
お
い
て
如
何
な
る
枠
組
み
を
採
用
す
る
か
が

一
つ
の問
題
と
な
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
、
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
思
想
の
展
開
を
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
そ
こ
に
価
値
論

的
枠
組
み
を
基
礎
に
す
る
も
の
と
、
意
味
論
的
枠
組
み
を
基
礎
に
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
し
か
も
時
と
と
も
に
前
者
か
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ら
後
者
へ
と
移
行
す
る
思
想
史
的
な
流
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
は
、
ト
レ
ル
チ
（
一
゜
。
①
㎝
1
一
紹
゜
。
）
と

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（
一
゜
。
°
。
①
I
H
O
O
㎝
）
の
思
想
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
史
の
捉
え
方
を
吟
味
す
る
糸
口
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の

であ
る
。

　近
代
に
お
け
る
価
値
哲
学
は
ロ
ッ
ツ
ェ
が
「
妥
当
」
概
念
を
哲
学
に
導
入
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
試
み
を
、

ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
崩
壊
後
に
お
け
る
、
唯
物
論
的
自
然
主
義
か
ら
の
人
間
の
尊
厳
の
防
衛
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
即
ち
、
少
な
く
と
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も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
価
値
論
は
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
か
ら
、
一
九
世
紀
に
台
頭
し
て
来
た
実
証
主
義
や
唯
物
論
的
思
考
に

対す
る
人
間
の
生
の
弁
証
と
い
う
契
機
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
神
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ

ル

が
古典
的
神
学
を
価
値
判
断
に
還
元
し
て
以
来
、
価
値
論
に
基
礎
を
お
く
神
学
が
支
配
的
と
な
る
の
で
あ
る
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
［
H
㊤
零
”

ト

O巳）
。
ト
レ
ル
チ
の
思
想
が
価
値
論
を
基
底
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ

得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
世
代
に
な
る
と
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
は
単
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
一
個
人
の
特
殊
事
情
で
は

な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
自
ら
を
「
よ
り
若
い
世
代
」
（
凶
三
P
）
に
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
自
認
し
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
の
方
向
に
対
し
て
反

対
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
に
と
っ
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
の
思
想
的
試
み
、
形
而
上
学
の
敗
北
の
後
の
価
値
論
の
防
衛
戦
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
以
来

の

退却
戦
の
継
承
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
即
ち
彼
ら
の
目
に
は
、
近
代
の
世
俗
的
文
化
に
対
し
て
宗
教
が
そ
の
守
備
範
囲
を
縮
小
す
る
退

却
戦
と
映
っ
た
の
で
あ
る
（
酌
三
9
）
。
そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
自
ら
の
思
索
的
営
み
、
特
に
教
義
学
を
「
防
御
」
の
み
な
ら
ず
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「攻
撃
」
と
し
て
意
識
し
て
い
た
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ロ
㊤
b
。
㎝
凸
累
］
）
。
そ
こ
で
は
当
然
、
新
た
な
枠
組
み
、
意
味
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
議

論
を
展
開
す
る
こ
と
が
試
み
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
の
世
代
の
思
想
を
全
て
、
意
味
論
的
枠
組
み
に
よ
る
も
の
と
し

て
一
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
世
代
間
の
思
想
の
質
の
違
い
が
、
議
論
の
枠
組
み
の
違
い
と
し
て
表
れ
て
来
た
と
見
る
こ
と

が
でき
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ニ
　ト
レ
ル
チ
の
客
観
的
倫
理
学

思
想
が
価値
論
を
基
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
の
体
系
化
の
試
み
に
お
い
て
倫
理
学
が
最
も
原
理
的
な
学
問



と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
倫
理
学
は
、
人
間
の
現
存
在
の
究
極
目
標
と
目
的
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
り
（
ト
レ
ル
チ
ロ
㊤
O
b
。
”

呂
b
。
］
）
、
宗
教
学
が
そ
の
枠
組
み
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
、
上
位
の
そ
し
て
最
も
原
理
的
な
学
問
で
あ
る
（
μ
げ
博
α
』
q
q
ω
）
。
ト
レ
ル
チ
に

と
っ
て
は
、
も
は
や
形
而
上
学
的
に
宗
教
問
題
に
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
に
思
わ
れ
た
。
む
し
ろ
人
間
の
生
命
と
行
為
の
究
極

的
価
値
と
目
標
と
い
う
普
遍
的
倫
理
学
的
問
題
か
ら
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
宗
教
的
で
形
而
上
学
的
な
思
想
に
到
達
す
る
と
い
う
方

向
が
模
索
さ
れ
た
。
即
ち
、
「
心
理
学
的
、
歴
史
学
的
、
認
識
論
的
な
認
識
は
価
値
論
に
合
流
す
る
。
こ
の
価
値
論
に
お
い
て
、
そ
の
中
に

含ま
れ
て
い
る
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
基
盤
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
」
（
薫
P
）
と
ト
レ
ル
チ
は
考
え
る
。

　そ
こ
で
ト
レ
ル
チ
の
倫
理
学
に
お
け
る
宗
教
的
な
主
要
問
題
を
考
察
し
た
い
。
ト
レ
ル
チ
の
倫
理
学
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
客
観
的
倫
理

学
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
近
代
の
西
欧
に
お
け
る
倫
理
学
を
歴
史
的
に
考
察
し
な
が

ら
、
そ
こ
に
二
つ
の
流
れ
1
主
観
的
倫
理
学
と
客
観
的
倫
理
学
i
を
見
い
だ
す
（
凶
げ
同
ユ
』
q
O
膳
映
．
）
。
前
者
は
、
倫
理
学
を
主
観
的
意
志

の
ア
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
な
諸
規
定
に
関
す
る
教
説
と
し
て
提
示
し
た
カ
ン
ト
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
・
自
律
的
心
情
倫

理

（
8
§
四
冨
暮
8
0
ヨ
o
O
Φ
ω
ヨ
崔
昌
o
q
ω
o
量
閃
）
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
後
者
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
由
来
す
る
財
な
い

し
価
値
物
（
O
口
8
H
）
に
関
す
る
倫
理
学
で
あ
り
、
客
観
的
・
目
的
論
的
財
の
倫
理
学
（
0
9
Φ
閑
口
く
み
2
0
9
0
笹
。
・
昌
⑦
O
β
8
H
9
匡
評
）
と
規
定

　
　
　
ハ
ユ
リ

さ
れ
る
。
こ
こ
で
客
観
的
財
と
は
国
家
、
社
会
、
芸
術
、
科
学
、
家
族
、
宗
教
な
ど
を
指
し
て
い
る
（
帥
σ
帥
口
゜
”
α
O
朝
い
℃
①
H
Q
o
）
。
こ
の
客
観
的

倫
理
学
は
西
欧
の
倫
理
学
の
歴
史
の
中
で
十
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ト
レ
ル
チ
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
倫

理学
の
主
要
問
題
は
む
し
ろ
こ
の
客
観
的
倫
理
学
の
領
域
に
あ
る
と
考
え
る
（
幽
び
帥
口
゜
”
O
N
膳
）
。
主
観
的
倫
理
学
に
お
け
る
よ
う
に
、
道
徳
的

目
的
の
普
遍
妥
当
的
な
性
格
や
必
然
性
の
性
格
が
問
題
と
さ
れ
る
限
り
、
道
徳
は
原
理
的
に
非
歴
史
的
な
も
の
と
な
り
、
本
質
的
に
は
い

つも
同
一
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
道
徳
に
お
け
る
本
質
的
な
対
立
と
い
う
も
の
も
存
在
屯
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
客

価値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
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観
的
財
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
中
で
成
長
し
、
固
有
の
発
展
の
歴
史
を
も
つ
ゆ
え
、
客
観
的
財
の
本
質
は
歴
史
か
ら

認
識さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
規
定
を
取
り
出
す
の
も
、
形
而
上
学
的
な
概
念
か
ら
の
演
繹
で
は
な
く
、
歴
史
か
ら
経
験
的
に
な
さ
れ

ね
ばな
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
諸
々
の
財
の
関
係
と
体
系
に
関
す
る
錯
綜
し
た
客
観
的
倫
理
学
に
お
け
る
問
い
こ
そ
、
倫
理
学
の
主
要

問
題
だ
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
回
げ
凶
O
°
“
①
b
o
ω
h
°
）
。
そ
し
て
ト
レ
ル
チ
は
、
「
倫
理
学
な
い
し
客
観
的
価
値
の
体
系
は
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
了
解
が
探
求
さ
れ
る
べ
き
地
盤
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
が
も
は
や
啓
示
さ
れ
た
教
説
で
は
な
く
、
人
格
的
宗
教
の

内
面
性
と
と
も
に
措
定
さ
れ
た
究
極
的
な
生
の
目
標
の
方
向
に
な
っ
て
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
が
学
問
的
に
の
み
叙
述
さ
れ
得
る
枠

組
み
な
の
で
あ
る
」
（
陣
げ
陣
α
゜
”
α
刈
O
）
と
考
え
る
。

　そ
れ
で
は
、
以
上
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
た
客
観
的
倫
理
学
に
お
い
て
、
宗
教
の
問
題
は
如
何
な
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
宗
教
を
価
値
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
場
合
、
宗
教
は
そ
の
他
諸
々
の
客
観
的
文
化
価
値
と
並
ぶ
（
”
9
0
昌
）
一
つ
の
固
有
な
客
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
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り

的
価
値
と
み
な
さ
れ
る
（
幽
げ
博
ユ
゜
”
q
①
①
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
は
、
宗
教
的
な
い
し
超
越
的
財
と
内
世
界
的
財
と
の
関
係
、
宗
教
的
目
的
と
内

世
界的
目
的
の
関
係
の
問
題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。

　次
に
、
ト
レ
ル
チ
が
両
者
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
前
提
と
な
る
基
本
認
識
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、
近
代
の
本
質
は
、

宗
教的
目
的
と
並
ん
で
内
世
界
的
目
的
の
自
己
目
的
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
（
凶
げ
向
α
』
①
0
《
）
。
そ
れ
は
、
内
世
界
的
財
の
全

てを
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
多
様
な
内
世
界
的
財
を
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
自
然
法
と
い
う
方

法
に
よ
っ
て
間
接
的
に
統
合
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
世
界
的
財
は
現
実
に
対
す
る

固
有
の
論
理
と
支
配
的
な
力
を
も
つ
自
立
的
な
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
固
有
な
諸
学
問
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
凶
σ
律
”

Φ
α
麟
）
。



　そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
両
者
は
互
い
を
必
要
と
す
る
と
ト
レ
ル
チ
は
考
え
て
い
る
。
一
方
で
、
内
世
界
的
目
的
措
定
は
、
究
極
的
目
的

と
の
関
連
を
失
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
浅
薄
で
無
目
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
凶
σ
博
ユ
゜
師
O
b
o
α
）
。
と
い
う
の
は
、
内
世
界
的
目

的
は
、
自
然
の
必
然
性
と
衝
動
か
ら
出
て
い
る
た
め
に
、
は
か
な
い
も
の
に
固
執
し
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
究
極
的
で
永
遠
の
目

的
で
は
あ
り
得
な
．
い
か
ら
で
あ
る
（
幽
σ
凶
住
゜
“
①
朝
㊤
）
。
無
論
、
自
ら
を
内
世
界
的
目
的
に
限
定
す
る
近
代
的
人
間
性
の
倫
理
も
有
り
得
る
。
し

かし
、
そ
こ
に
お
い
て
は
こ
の
諸
目
的
相
互
の
競
争
は
全
く
調
停
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
む
し
ろ
目
標
と
規
範
の
欠
如
と
い
う
事
態
が
、

初
め
て
正
し
く
開
示
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
諸
々
の
倫
理
が
他
の
目
的
措
定
に
た
い
し
て
激
し
く
対
立
し
な
が
ら
現
れ
て
く
る
（
謹
曾

Oα◎。）
。

互
い
に

矛
盾
す
る
内
世
界
的
目
的
は
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
、
究
極
的
、
統
一
的
価
値
に
対
す
る
衝
動
を
最
終
的
に
満
足
さ
せ
て
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ヨ
リ

く
れ
る
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
（
幽
び
圃
ユ
．
”
①
窃
◎
◎
）
。
こ
こ
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
、
究
極
的
目
的
に
対
す
る
諦
め
に
よ
る
悲
観
主
義
、
な
い
し
そ

れを
求
め
る
中
で
の
不
安
で
あ
る
（
凶
げ
回
ユ
゜
”
O
α
O
）
。
他
方
で
、
宗
教
的
目
的
措
定
は
、
も
し
そ
れ
が
世
界
と
の
関
係
を
失
う
な
ら
ば
、
道
徳
を

狭め
て
、
そ
れ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
幽
ぴ
凶
ユ
』
O
b
o
窃
）
。
ま
た
、
究
極
的
目
的
だ
け
で
は
、
事
物
の
終
わ
り
に
対
す
る
信
仰

と
こ
の
世
か
ら
の
分
離
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
内
世
界
的
財
を
そ
の
精
神
に
よ
っ
て
満
た
す
時
に
初
め
て
、
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ビ
リ

続的
な
世
界
を
自
ら
の
う
ち
に
引
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
（
凶
げ
凶
畠
』
①
①
O
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で
宗
教
的
目
的
は
内
世
界
的
目
的
の
代
用
や

除

去を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
他
方
で
近
代
に
お
い
て
も
、
決
し
て
宗
教
的
目
的
が
内
世
界
的
目
的
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
訳

でも
な
い
の
で
あ
る
（
凶
げ
凶
ユ
゜
“
①
α
刈
）
。
，
そ
れ
ゆ
え
宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
と
の
関
係
を
問
う
道
徳
的
研
究
の
課
題
は
、
°
両
者
の
間
の

可能
な
正
し
い
「
均
衡
」
（
9
①
幽
昌
σ
q
Φ
註
。
耳
）
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
（
帥
三
α
゜
”
①
b
。
切
）
。
こ
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
す
ロ

い
て特
に
鋭
く
深
い
理
解
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
と
ト
レ
ル
チ
は
考
え
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
と
に
、
宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
と
の
関
係
が
規
定
さ
れ
る
。
内
世
界
的
目
的
は
最
高
の
目
的
た
る
宗
教

価値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九

P



二
〇

〇

的
目
的
の
中
へ
と
「
取
り
入
れ
」
（
国
口
ゆ
P
Φ
げ
昌
り
Φ
昌
）
ら
れ
得
る
と
三
口
わ
れ
る
（
筐
曾
O
q
り
h
）
。
し
か
し
、
互
い
に
対
立
す
る
こ
と
さ
え
あ
る

内
世
界
的
目
的
が
な
ぜ
宗
教
的
な
も
の
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
一
つ
に
な
り
得
る
の
か
。
そ
れ
は
、
一
方
で
宗
教
的
目
的
は
無
制
約
的
な
も

の
、
絶
対
的
な
も
の
、
単
一
な
も
の
に
ー
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
聖
な
る
生
け
る
神
に
対
す
る
献
身
に
1
由
来
す
る
が
、
他
方
で
内
世
界

的
目
的
も
ま
た
、
創
造
的
で
す
べ
て
を
包
括
す
る
神
の
意
志
と
そ
の
生
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
幽
σ
幽
α
゜
”
O
α
Φ
）
。
と
は
い
え
、
内
世

界的
目
的
は
宗
教
的
目
的
へ
と
還
元
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
内
世
界
的
な
い
し
人
間
的
目
的
は
、
宗
教
的
な
い
し
超
世

界的
目
的
の
単
な
る
手
段
と
し
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
常
に
ま
ず
自
己
目
的
と
し
て
現
れ
、
徐
々
に
最
高
の
目
的
へ
と
向
か
う

（
ゴ
圃

昌

郎
び
O
昌
〇
一
け
O
口
）
か
ら
で
あ
る
（
§
ユ
゜
”
①
O
H
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
世
界
的
目
的
は
自
然
の
前
提
的
制
約
（
＜
o
旨
o
象
昌
撃
昌
σ
q
）
で
あ
り
、
賜

物
（
O
獅
。
げ
Φ
）
、
大
い
な
る
媒
介
（
＜
o
目
律
匹
巨
o
。
）
な
の
で
あ
る
。
神
的
な
生
は
こ
の
媒
介
を
通
し
て
は
じ
め
て
こ
の
世
界
の
中
へ
と
形
成

（
三
昌
Φ
貯
ぴ
ま
Φ
ロ
）
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
家
族
、
国
家
等
の
内
世
界
的
財
を
そ
の
霊
で
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
的
世
界
を
自
ら
の
中

へと
引
き
込
む
（
げ
幽
口
O
冒
P
N
回
O
ゴ
①
昌
）
の
で
あ
る
（
同
三
曾
①
8
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
は
、
持
続
的
世
界
に
あ
っ
て
は
い
つ
の
時
代
に
も

あ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
世
界
と
は
、
宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
と
の
間
を
揺
れ
動
く
道
徳
生
活
の
一
つ
の
新
し
い
型
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

味し
て
い
る
（
博
σ
帥
α
゜
”
①
α
①
）
。
そ
し
て
ト
レ
ル
チ
の
見
解
を
道
徳
的
な
も
の
に
対
す
る
宗
教
の
機
能
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
宗
教

と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
性
に
対
す
る
＝
疋
の
諸
関
係
が
主
要
な
戒
め
や
主
要
な
財
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
幽
σ
幽
α
゜
“
O
刈
H
）
。

三　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
の
形
而
上
学

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
む
し
ろ
意
味
の
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
「
宗
教
的
」
と
い
う
こ
と
で
意
味
さ
れ
る
こ
と
は
、



「我
々

の実
存
を
超
越
す
る
意
味
の
経
験
と
、
象
徴
お
よ
び
行
為
に
お
け
る
こ
の
経
験
の
表
現
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ロ
リ
ω
゜
。
”
お
①
］
）
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
『
学
の
体
系
』
（
H
㊤
b
。
ω
）
を
中
心
と
す
る
前
期
の
弁
証
の
枠
組
み
1
通
常
こ
れ
は
意
味
の
形
而
上
学
と
三
口
わ
れ
る
ー
を
考

察
の
対
象
と
し
た
い
。
但
し
、
周
知
の
通
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
後
期
の
枠
組
み
は
存
在
論
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
ま
た
意
味
の
形
而
上
学
の

枠内
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
宗
教
哲
学
』
（
H
㊤
b
。
q
）
に
お
い
て
も
「
意
味
の
分
析
は
存
在
の
分
析
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
意
味
は
存
在
を

精神
的
成
就
へ
と
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
」
（
H
㊤
b
o
軌
⇔
”
ド
膳
H
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
枠
組
み
は
よ
り
正
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

に

は

意
味
論的
・
存
在
論
的
枠
組
み
と
し
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
前
期
に
お
い
て
は
意
味
論
的
契
機
が
よ
り
強
い
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。

　さ
て
、
価
値
論
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
批
判
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
彼
の
批
判
点
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
点
は
、

価値
論
に
お
い
て
は
、
価
値
相
互
の
関
係
が
外
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
価
値
の
体
系
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
し
て
考
え
ら
れ
る

（
H㊤①ω
”
O
O
O
）
。
そ
の
さ
い
聖
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
道
徳
的
価
値
や
社
会
的
価
値
を
越
え
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
価
値
相
互
の
関
係
は
上
下
関
係
と
な
り
、
一
つ
の
価
値
領
域
は
他
の
価
値
領
域
に
内
在
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
点
は
価
値
論
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
弁
証
の
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
な
い
主
要
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
自
律
的
な

も
の
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
こ
に
お
け
る
宗
教
性
を
弁
証
す
る
と
い
う
の
が
、
彼
特
有
の
仕
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に

よ
れ
ば
、
道
徳
的
命
法
と
は
、
人
が
本
質
的
に
、
そ
れ
ゆ
え
可
能
的
に
あ
る
姿
、
即
ち
人
格
の
共
同
体
に
お
け
る
人
格
に
な
れ
と
の
要
求

であ
る
（
H
⑩
O
ω
“
O
α
①
h
°
）
。
そ
し
て
、
道
徳
的
命
法
に
お
け
る
宗
教
性
は
そ
の
無
制
約
的
性
格
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
的
価
値
と
道
徳

的
価
値
の
関
係
が
外
的
で
あ
る
と
き
、
こ
の
「
…
に
お
い
て
」
が
問
え
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
命
法
の
本
質
的
に
宗
教
的
な
性
格

は
、
価
値
論
に
よ
っ
て
間
接
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
H
り
①
ω
”
①
①
O
）
。
ま
た
、
価
値
の
相
互
関
係
が
外
的
に
な
る
と
、
一
方
が
他

価値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一



二
〇

二

方
を
排
除
す
る
こ
と
が
起
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
認
識
に
よ
る
と
、
聖
の
価
値
が
排
除
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
が
最
も
普
通

であ
る
（
H
㊤
①
ω
帥
①
①
O
）
。

　第
二
点
は
、
価
値
論
の
有
す
る
主
観
的
で
相
対
的
な
性
格
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
価
値
お
よ
び
価
値
相
互
の
関
係

の

確定
は
、
そ
れ
を
評
価
す
る
主
体
を
前
提
と
し
、
し
か
も
根
源
的
意
義
に
お
い
て
評
価
す
る
主
体
に
係
わ
っ
て
い
る
（
H
り
鶏
”
H
O
ど

HOOω
”
①
①
O
）
。
そ
こ
で
こ
の
否
定
的
側
面
を
避
け
る
た
め
に
、
評
価
す
る
主
体
か
ら
独
立
な
、
そ
の
意
味
で
絶
対
的
な
価
値
が
要
請
さ
れ

る
。
価
値
論
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
形
而
上
学
の
崩
壊
と
そ
れ
に
引
き
続
く
唯
物
論
的
自
然
主
義
の
台
頭
か
ら
人
間
の
尊
厳
を
守
ろ
う

と
す
る
試
み
だ
っ
た
（
H
㊤
昭
”
H
O
O
）
。
価
値
哲
学
者
ら
は
、
形
而
上
学
の
崩
壊
が
示
し
た
こ
と
は
、
存
在
と
価
値
の
間
の
裂
け
目
を
埋
め

よ
う
と
す
る
試
み
の
挫
折
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
存
在
と
価
値
と
を
明
確
に
区
別
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の

であ
る
。
例
え
ば
ロ
ッ
ツ
ェ
は
現
実
的
な
も
の
を
、
事
物
や
事
象
、
そ
し
て
存
立
す
る
関
係
な
ど
の
時
間
的
「
存
在
」
と
、
概
念
や
命

題な
ど
の
超
時
間
的
「
妥
当
」
と
に
区
別
し
た
。
ま
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
現
実
的
評
価
主
観
の
承
認
に
全
く
依
存
し
な
い
価
値
を
本
当
の

妥
当
と
考
え
た
。
評
価
す
る
主
体
の
心
理
学
的
、
社
会
学
的
条
件
は
、
客
観
的
価
値
の
承
認
を
迫
る
経
路
に
過
ぎ
な
い
（
H
り
0
刈
”
H
O
b
の
）
。
こ

こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
性
格
は
、
価
値
は
「
創
造
」
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
発
見
」
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
H
㊤
宅
鱒
H
O
b
。
）
。

ま
た
、
絶
対
的
な
価
値
を
要
請
し
た
場
合
、
そ
の
絶
対
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
如
何
に
現
実
と
関
わ
る
の
か
、
と
言
っ
た
存
在
論

的
問
い
へ
と
必
然
的
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
と
価
値
の
区
別
と
い
う
彼
ら
が
払
っ
た

高
価
な
犠
牲
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
関
係
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
結

論
は
、
評
価
に
換
言
さ
れ
得
る
相
対
的
価
値
と
、
評
価
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
別
の
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
絶
対
的
価
値

の区
別
の
必
然
性
に
お
い
て
、
価
値
論
全
体
が
挫
折
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
H
㊤
α
『
”
H
O
b
o
）
。



　
以
上
がテ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
価
値
論
に
対
す
る
批
判
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
イ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
枠
組
み
は
ー
そ
れ
が
成
功
裏
に
な
さ

れ
て

い
る
か
は
別
と
し
て
　
　
少
な
く
と
も
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
上
記
の
否
定
面
を
克
服
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

こ
で
ま
ず
第
一
の
、
宗
教
と
文
化
の
関
係
規
定
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
た
め
、
彼
の
意
味
の
形
而
上
学
の
基
本
的
枠
組
み
を
押
さ

え
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
意
味
意
識
の
中
に
三
つ
の
契
機
を
認
め
る
（
ド
㊤
N
α
餌
”
H
ω
ω
い
）
。
第
一
は
、
「
意
味
連
関
」
（
ω
凶
目
讐
ω
m
巨
ヨ
①
導
碧
α
q
）

に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
意
味
は
こ
の
意
味
連
関
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
初
め
て
有
意
味
と
な
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
個
々
の
意
味
や
意
味
連
関
と
い
う
特
殊
な
も
の
を
「
意
味
形
式
」
（
o
Q
貯
ロ
8
§
）
と
呼
ぶ
。
意
味
連
関
は
意
味
の
全
体
性
で
あ
る
。
し
か

し
意
味
連
関
の
全
体
性
は
制
約
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
味
の
究
極
的
な
根
拠
た
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
意
味
連
関
が
全
体
と
し
て
無

意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
の
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
意
味
連
関
の
「
有
意
味
性
」

（o。
貯旨
聾
μ
σ
q
ぎ
巳
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
意
味
根
拠
」
（
o
。
ぎ
ロ
彊
昌
ユ
）
で
あ
る
。
意
味
連
関
が
有
意
味
で
あ
る
と
き
初
め

て
、
そ
の
中
に
あ
る
個
々
の
意
味
の
有
意
味
性
は
保
証
さ
れ
る
。
個
々
の
意
味
に
実
在
性
（
図
Φ
臼
Ω
一
圃
け
叫
け
）
、
意
義
（
切
Φ
ロ
Φ
暮
§
α
q
）
、
本
質
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
リ
リ

（
芝
。
ω
o
昌
注
α
q
犀
o
冑
）
を
与
え
る
意
味
の
有
意
味
性
は
「
意
味
内
実
」
（
ω
ぎ
ロ
α
q
Φ
訂
巳
と
呼
ば
れ
る
。
意
味
の
根
底
は
そ
れ
自
体
が
一
つ

の

意
味な
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
個
々
の
意
味
に
し
て
も
意
味
連
関
に
し
て
も
、
制
約
的
な
も
の
は
、
そ
れ
自
体
別
の
根
拠
を
必
要

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
意
味
内
実
と
は
む
し
ろ
意
味
の
無
制
約
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
連
関
の
有
意
味
性
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
々

の

意味
に
現
前
し
て
い
る
無
制
約
的
な
意
味
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
は
、
無
制
約
的
な
意
味
を
成
就
せ
よ
（
O
緊
一
一
〇
昌
）
と
い
う
要

求
（
周
o
巳
Φ
毎
口
σ
q
）
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
意
味
は
こ
の
要
求
の
下
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
要
求
を
満
た
す
こ
と

の

でき
る
も
の
は
無
制
約
的
な
意
味
形
式
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
世
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の

要
求
の
下
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
無
制
約
的
な
意
味
の
、
現
に
あ
る
意
味
連
関
に
対
す
る
否
定
性
を
意
識
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

価値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
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二
〇

四

即
ち
、
意
味
の
根
底
で
あ
る
も
の
は
向
時
に
意
味
の
深
淵
で
も
あ
る
。
こ
の
根
底
即
ち
深
淵
と
い
う
帰
結
を
導
き
出
す
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の

意味
の
形
而
上
学
の
最
も
特
徴
的
な
点
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
宗
教
と
文
化
の
関
係
は
、
「
宗
教
は
無
制
約
的
な
意
味
へ
と
向
か
う
精
神
の
方
向
で
あ
り
、
文
化
は

制
約
的
な
形
式
へ
向
か
う
精
神
の
方
向
で
あ
る
」
（
H
㊤
N
α
口
”
H
膳
ト
）
と
規
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
宗
教
と
は
無
制
約
的
な
意
味
内
実
へ
の
方
向

性
で
あ
り
、
文
化
は
個
々
の
意
味
形
式
と
そ
の
統
一
へ
の
方
向
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
原
理
的
に
は
分
離
し
得
な
い
。
一
方
で
文

化
は
、
そ
れ
が
有
意
味
で
あ
る
限
り
意
味
の
根
底
に
根
差
し
て
い
る
。
他
方
で
、
宗
教
的
行
為
は
諸
意
味
形
式
の
統
一
を
通
し
て
以
外
に

無制
約
的
な
意
味
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
形
式
を
も
た
な
い
内
実
は
意
味
行
為
の
対
象
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る

（
H㊤b
o切
帥
鱒
H
ω
心
h
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
と
文
化
は
共
に
意
味
統
一
へ
と
向
か
う
と
い
う
方
向
性
に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
る
。

　こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
宗
教
と
文
化
の
「
並
列
化
（
乞
o
げ
0
8
巳
昌
巨
σ
q
）
」
（
目
㊤
b
。
朝
田
芦
爵
）
及
び
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る

両
者
の

分裂
な
い
し
対
立
を
避
け
、
両
者
の
統
一
ー
無
制
約
的
な
意
味
内
実
と
制
約
的
な
意
味
形
式
と
の
統
一
と
し
て
の
神
律

（↓
げ
①
O
昌
O
日
凶
①
）
1
を
示
そ
う
と
す
る
（
H
㊤
b
。
切
四
芦
島
）
。
一
方
で
精
神
が
意
味
統
一
に
対
す
る
「
無
制
約
的
な
も
の
」
の
否
定
性
を
表
現

す
る
こ
と
な
く
、
制
約
的
な
形
式
と
そ
の
統
一
に
の
み
向
か
う
と
き
、
そ
れ
は
「
制
約
的
な
も
の
」
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
文
化
と
宗
教
の
分
離
は
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
（
H
り
b
o
切
四
“
H
劇
b
o
）
。
テ
イ
リ
ッ
ヒ
は
宗
教
に
対
す
る
文
化
の
こ
の

あ
り
方
を
自
律
と
い
う
。
自
律
的
文
化
は
常
に
傲
慢
で
あ
り
、
そ
の
意
味
根
底
が
即
ち
深
淵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
な
い
。
他
方
、

宗
教
は
あ
る
特
定
の
象
徴
に
無
制
約
性
と
不
可
侵
性
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
こ
の
自
律
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
。
文
化
に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
宗
教
の
あ
り
方
は
他
律
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
律
的
文
化
も
神
の
賜
物
で
あ
り
、
神
の
業
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
認
識

し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
の
傲
慢
で
あ
る
。
神
律
と
い
う
文
化
と
宗
教
の
真
の
統
一
こ
そ
、
両
者
の
本
質
的
関
係
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ



ヒ
は
主
張
す
る
（
】
°
㊤
b
o
α
帥
“
H
蒔
ω
）
。

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
理
論
的
意
味
成
就
と
実
践
的
意
味
成
就
を
区
別
す
る
。
理
論
的
領
域
に
は
科
学
、
芸
術
、
形
而
上
学
が
含
ま
れ
、
実
践

的
領
域
に
は
法
、
共
同
体
、
エ
ー
ト
ス
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
「
無
制
約
的
な
も
の
」
の
把
握
に
お
い
て
は
、
両
方
の
道
は
統
一
さ
れ
ね

ばな
ら
な
い
（
H
㊤
b
o
α
皿
“
H
ω
O
h
°
）
。
一
方
で
、
単
な
る
理
論
的
な
道
に
お
い
て
は
、
「
無
制
約
的
な
も
の
」
は
一
つ
の
対
象
に
さ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
無
制
約
性
と
い
う
力
を
失
う
。
他
方
で
、
単
な
る
実
践
的
な
道
は
、
「
無
制
約
的
な
も
の
」
を
現
実
性
を
も
た
な
い
単
な
る
要
求

に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
認
識
か
ら
、
ト
レ
ル
チ
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
系
構
想
の
違
い
が
生
ず
る
。
一
方
で
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
価

値
論的
枠
組
み
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
倫
理
学
が
基
礎
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
他
方
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
意
味
論

的
枠
組
み
に
則
る
場
合
、
エ
ー
ト
ス
の
学
た
る
倫
理
学
が
体
系
の
基
礎
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
論
的
な
道
と
実
践
的
な
道
の

統
一
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　第
二
点
は
、
相
対
主
義
の
問
題
と
関
連
す
る
側
面
を
も
つ
。
相
対
主
義
の
克
服
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
ト
レ
ル
チ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

へ
の

思

想
の

発
展を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
だ
け
を
押
さ
え
る
に
止
め

た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ト
レ
ル
チ
の
「
動
的
真
理
思
想
」
を
彼
の
思
想
の
中
で
最
も
実
り
豊
か
な
も
の
と
し
て
評
価
し
つ
つ
、
そ
れ
を
自

ら
の
思
想
に
取
り
込
ん
で
展
開
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
相
対
主
義
の
根
源
は
、
真
理
が
動
的
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
的
思
惟
が

我
々
の
思
考
の
内
に
入
っ
て
き
て
か
ら
も
な
お
、
無
時
間
的
で
絶
対
的
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
と
い
う
真
理
概
念
を
も
ち
続
け
る
こ
と

に
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
思
惟
が
入
っ
て
き
た
時
代
に
お
け
る
相
対
主
義
の
克
服
は
、
無
時
間
的
で
絶

対
的
な
も
の
の
措
定
に
よ
っ
て
は
な
し
え
な
い
。
む
し
ろ
創
造
的
に
生
み
出
さ
れ
る
規
範
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
相
対
主
義
は
克
服
さ
れ

る
も
の
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
考
え
の
中
心
に
あ
る
概
念
が
、
精
神
の
創
造
的
過
程
に
お
け
る
意
味
成
就

価値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
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二
〇

六

（ω冒
昌
Φ
警
ロ
葺
σ
q
）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
価
値
が
無
時
間
的
存
在
で
、
「
発
見
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
創
造
」
さ

れも
の
で
は
な
い
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
、
価
値
論
的
基
盤
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
展
開
す
る
よ
う

な
相
対
主
義
の
克
服
の
議
論
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
最後
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
価
値
論
に
対
す
る
第
二
の
批
判
点
の
中
か
ら
、
も
う
一
つ
別
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
即
ち
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
思
想
に
お
け
る
価
値
論
的
契
機
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
第
一
に
、
確
か
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
は

意
味
論的
枠
組
み
を
基
礎
と
す
る
も
の
の
、
価
値
論
的
契
機
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
価
値
論

に
お
い
て
は
埋
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
存
在
と
当
為
の
間
の
問
題
が
、
テ
イ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
論
に
お
い
て
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
が
問

題と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
次
の
二
点
を
確
認
し
た
い
。
第
一
に
、
価
値
論
に
お
い
て
、
妥
当
と
は
我
々
が
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、

何ら
か
の
態
度
決
定
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
は
価
値
の
根
源
を
存
在
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
た

こ
と
。
こ
の
二
つ
の
点
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
道
徳
的
命
法
に
関
す
る
考
え
方
を
思
い
起
こ
し
た
い
。

道
徳
的
命
法
と
は
、
人
が
本
質
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
1
人
格
と
い
う
存
在
、
即
ち
被
造
的
本
性
の
こ
と
（
H
㊤
①
ω
”
O
q
刈
）
1
に
現

実
的
に
な
れ
と
の
要
求
で
あ
り
（
H
㊤
O
ω
”
O
朝
O
h
°
）
、
そ
の
宗
教
的
次
元
と
は
道
徳
的
命
法
に
お
け
る
無
制
約
的
性
格
で
あ
っ
た
（
H
㊤
O
ω
“

①
αc
。
）

。

し
か
し
、
自
己
自
身
の
本
性
を
成
就
す
る
こ
と
が
自
己
の
存
在
に
備
わ
る
道
徳
的
要
素
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
無
制
約
的
命

法
と
し
て
現
れ
る
の
か
（
］
°
り
①
ω
”
O
㎝
㊤
）
。
自
ら
の
本
質
的
本
性
を
肯
定
す
る
の
と
同
様
、
そ
れ
を
否
定
し
、
人
格
的
存
在
に
な
ら
な
い
と

いう
選
択
も
人
間
は
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
命
法
は
も
は
や
無
制
約
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
の

では
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
永
遠
的
な
も
の
か
ら
見
る
と
全
て
の
人
間
の
魂
は
無
限
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
教

説
でも
っ
て
答
え
る
（
H
㊤
①
ω
”
O
α
㊤
）
。
こ
こ
に
価
値
論
で
言
え
ば
存
在
と
妥
当
と
の
結
節
点
と
も
い
え
る
契
機
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
で



は
、
先
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
意
味
の
形
而
上
学
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
思
想
構
造
は
ど
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
「
無
制
約
的
な
意
味
内
実
を
成
就
せ
よ
と
い
う
要
求
」
に
表
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
認
識
に
関

す
る
議
論
に
お
い
て
形
式
－
内
実
の
対
に
対
応
す
る
の
は
、
思
惟
－
存
在
の
対
で
あ
る
。
存
在
は
内
実
を
も
ち
、
且
つ
精
神
の
過
程
を
通

し
て
存
在
の
意
味
は
成
就
さ
れ
る
（
H
㊤
b
。
9
”
H
b
。
α
㍉
。
。
H
）
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
に
お
い
て
、
存
在
と
当
為
の
結
び
目

の

役割
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
「
無
制
約
的
な
内
実
（
0
9
聾
）
」
と
い
う
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
こ
の
概
念
は
そ
の
役
を

果た
し
得
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
無
制
約

的
な
も
の
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
よ
り
正
確
に
は
「
無
制
約
的
に
我
々
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の

が
正し
い
。
こ
の
少
々
長
い
表
現
は
、
彼
の
『
教
義
学
』
（
H
O
b
。
α
）
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
に
要
求
と
し
て
態
度
決

定
を
迫
る
と
い
う
契
機
は
、
「
無
制
約
的
な
」
と
い
う
語
が
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
答
え
だ
け
で
は
十

分
では
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
「
無
制
約
的
な
内
容
（
ぎ
ゴ
』
け
）
」
で
は
い
け
な
い
の
か
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、
「
内

実
」
と
い
う
概
念
に
も
、
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
で
我
々
に
態
度
決
定
を
促
す
妥
当
な
い
し
価
値
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
こ
の
「
内
実
」
と
い
う
概
念
は
、
前
期
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
お
い
て
、
重
要
且
つ
問
題
的
な
概
念
で

あ
る
。
そ
の
思
想
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
、
へ
ー
ゲ
ル
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
ク
レ
イ
ト
ン
［
お
゜
。
9
0
0
中
］
、
芦
名
口
り
り
9

Hα累］
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
よ
り
基
本
的
に
、
こ
の
言
葉
の
本
来
の
含
意
に
．
つ
い
て
注
意
し
た
い
。
．
．
O
Φ
ゴ
巴
け
・
・
は
、
通
常
は
、
・
H
弓
聾
．
．

の同
義
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
・
・
O
o
訂
罠
、
は
初
め
、
硬
貨
に
含
ま
れ
る
金
や
銀
の
成
分
を
意
味
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
い

は当
初
か
ら
価
値
観
念
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
辞
書
の
、
．
O
o
冨
犀
、
、
の
項
目
を
紐
解
け
ば
、
、
、
胃
冨
津
、
、
と
並
ん
で
．
、
≦
Φ
鴇
、
、
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
．
O
o
ゴ
聾
．
．
と
は
単
な
る
内
容
で
は
な
く
、
「
価
値
あ
る
内
容
」
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
汲
み

価値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七



・
　
二
〇
八

取
ら
な
け
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
こ
の
語
に
担
わ
せ
る
こ
と
は
最
終
的
に
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
こ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
議
論
に
お
け
る
価
値
論
的
契
機
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

　ま
と
め
と
問
題
提
起

　
価値
と
意
味
は
日
常
的
な
用
法
に
お
い
て
は
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
議
論
の
枠
組
み
と
し
て
は
各
々
の
特

徴
が
認
め
ら
る
。
第
一
に
、
価
値
は
基
準
と
の
関
わ
り
で
規
定
さ
れ
る
。
絶
対
的
価
値
が
要
請
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
が
基
準
と
な
る
。
そ

れ
に
対
し
、
意
味
は
意
味
連
関
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
各
々
に
お
い
て
宗
教
が
問
題
と
さ
れ
る
所
在
で
あ
る
。
一
方
の
価
値

論
に

お

い
ては
、
宗
教
的
な
も
の
が
絶
対
的
価
値
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
と
他
の
諸
価
値
と
の
関
係
、
価
値
の
体
系
が
問
題
と
な
る
。
他

方
の
意
味
論
に
お
い
て
は
、
意
味
連
関
の
根
拠
ー
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
に
は
こ
れ
は
も
は
や
一
つ
の
意
味
で
な
く
、
む
し
ろ
意
味
の
深

淵
で
も
あ
っ
た
ー
が
宗
教
の
問
題
と
さ
れ
た
。
確
か
に
、
価
値
に
お
い
て
も
価
値
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
問
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
通
常
こ
の
根
拠
は
絶
対
的
価
値
で
あ
り
、
や
は
り
一
つ
の
価
値
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
さ
ら
に
そ
の
根

拠を
別
に
求
め
る
と
き
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
そ
の
根
拠
を
存
在
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
存
在
論
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
テ
イ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
価
値
は
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
絶
対
的
価
値
な
い
し
妥
当
が
、
超
時
間
的
、
イ
デ
ア

的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
特
徴
付
け
は
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
、
意
味
は
創
造
さ
れ
る
。
第
四
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

に
よ
れ
ば
、
価
値
論
か
ら
は
主
観
的
な
意
味
合
い
を
払
拭
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ト
レ
ル
チ
の
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
り

倫
理学
の
試
み
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
倫
理
学
も
ま
た
主
観
的
倫
理



学
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　こ
れ
ま
で
の
議
論
で
ト
レ
ル
チ
と
テ
イ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
関
し
て
は
、
価
値
論
と
意
味
論
と
い
う
対
比
が
認
め
ら
れ
た
と
思
う
。
特
に

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
価
値
論
に
対
す
る
批
判
点
も
明
確
で
あ
り
、
価
値
論
か
ら
意
味
論
へ
の
移
行
の
理
由
も
理
解
で
き
た
。
そ
こ
で

最後
に
、
今
後
の
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
研
究
の
た
め
の
問
題
提
起
を
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
同
時
代
に
お
け
る
他
の
思
想
家
に
お

い
ても
、
そ
の
思
想
の
基
本
枠
と
し
て
価
値
論
お
よ
び
意
味
論
と
い
う
枠
組
み
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
。
第
二
に
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た

場合
、
各
々
の
枠
組
み
の
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
第
三
に
、
各
々
の
枠
組
み
と
宗
教
の
弁
証
の
様
式
に
如
何
な
る
関
連

性
が見
出
せ
る
か
。
第
四
に
、
各
々
の
枠
組
み
の
中
で
、
思
想
の
体
系
構
想
に
如
何
な
る
違
い
が
出
て
く
る
か
。
例
え
ば
、
ト
レ
ル
チ
に

お
い
て
は
倫
理
学
が
基
礎
で
あ
り
最
も
上
位
の
学
問
で
あ
っ
た
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
理
論
的
領
域
と
実
践
的
領
域
の
統
一
に
強

調
点
が
置
か
れ
た
。
第
五
に
、
各
々
の
思
想
家
の
生
き
た
時
代
背
景
と
思
想
と
の
関
連
性
の
問
題
で
あ
る
。
一
方
の
ト
レ
ル
チ
は
持
続
的

世
界を
念
頭
に
置
い
て
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
他
方
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
は
カ
イ
ロ
ス
と
い
う
刻
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

必
然的
に
思
考
の
枠
組
み
に
影
響
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
今
日
に
お
い
て
尚
ト
レ
ル
チ
の
枠
組
み
に

お
け
る
問
題
は
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
歴
史
的
に
は
ト
レ
ル
チ
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
へ
の
、
価
値
論

から
意
味
論
へ
の
移
行
が
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
常
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
に
カ
イ
ロ
ス
が
意
識
さ
れ
る
時
代
が
続
く
訳
で
は
な
い
か
ら

　
　
　
ハ
お
り

であ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
如
何
な
る
枠
組
み
に
お
い
て
宗
教
を
弁
証
す
る
か
は
我
々
自
身
の
問
題
に
な
る
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、

少
な
く
と
も
以
上
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

価
値
お
よ
び
意
味
と
宗
教
の
問
題
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



一
＝

○

　
　
　
　
　
　圭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
こ
こ
か
ら
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
、
自
律
的
文
化
に
対
す
る
宗
教
の

　
　
　
　
　
　

一
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

意義
の
弁
証
と
い
う
契
機
を
取
り
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
宗

（1
）
　
哲
学
の
領
域
に
お
け
る
価
値
論
の
盛
衰
は
新
カ
ン
ト
学
派
（
特
に
　
　
　
　
教
の
も
つ
「
包
括
性
」
「
究
極
性
」
「
統
一
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

　
　
西
南ト
イ
ツ
学
派
）
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
　
　
　
う
。

　
　キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
お
い
て
価
値
論
的
な
議
論
が
同
時
期
に
展
開
　
　
（
6
）
　
ト
レ
ル
チ
は
、
彼
の
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
持
続
的
世
界

　
　さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
思
想
史
的
な
自
然
の
流
れ
　
　
　
　
（
島
Φ
α
窪
①
彗
α
o
≦
o
巳
と
イ
エ
ス
及
び
ガ
リ
ラ
ヤ
の
福
音
に
お
け

　
　
の内
に
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
が
、
近
代
　
　
　
　
る
エ
ー
ト
ス
の
違
い
を
感
じ
て
い
る
。
後
者
は
、
文
化
の
状
況
と
終

　
　
の文
化
に
対
す
る
弁
証
の
枠
組
み
と
し
て
の
射
程
如
何
の
問
題
と
位
　
　
　
　
末
の
待
望
の
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
倫
理
学
的

　
　
置付
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
思
想
史
の
記
述
の
問
題
に
　
　
　
　
問
題
か
ら
は
自
由
で
あ
っ
た
（
圃
げ
画
α
゜
”
①
釦
㊤
）
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

　
　
止ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
一
考
の
価
値
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
「
カ
イ
ロ
ス
」
を
意
識
し
つ
つ
思
索
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、

（2
）
　
こ
れ
に
対
し
「
ト
レ
ル
チ
は
も
は
や
教
義
学
一
般
の
可
能
性
を
認
　
　
　
　
そ
の
お
か
れ
た
時
代
状
況
が
ト
レ
ル
チ
の
そ
れ
と
は
異
な
う
て
い
た

　
　め
な
い
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
［
H
¢
b
。
㎝
凸
O
］
）
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
述
べ
　
　
　
　
点
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
に
は
根
本
的
で
革
命
的

　
　
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
変
化
を
す
る
時
代
に
お
け
る
倫
理
が
射
程
に
入
っ
て
く
る
（
テ
ィ

（3
）
　
ト
レ
ル
チ
は
道
徳
的
な
も
の
の
本
質
規
定
の
中
に
あ
る
「
目
的
」
　
　
　
リ
ッ
ヒ
［
H
㊤
①
ω
”
⑪
㊤
゜
。
自
］
）
。

　
　
の契
機
を
一
層
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
ト
レ
ル
チ
　
　
（
7
）
　
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論
に
お
け
る
智
者
の
道
徳
と
軍
人
の

　
　口
㊤
O
b
。
韓
O
H
O
巳
）
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
主
観
的
倫
理
学
　
　
　
　
道
徳
と
の
問
題
も
こ
こ
に
あ
る
と
ト
レ
ル
チ
は
見
て
い
る
（
ト
レ
ル

　
　に
お
け
る
道
徳
的
な
も
の
の
概
念
は
、
主
体
の
自
己
自
身
に
対
す
る
　
　
　
　
チ
［
H
O
O
b
。
一
〇
㎝
O
］
V
。

　
　関
係
と
他
者
の
自
己
自
身
に
対
す
る
類
似
の
諸
関
係
に
か
か
わ
る
主
　
　
（
8
）
　
ト
レ
ル
チ
は
宗
教
的
目
的
と
内
世
界
的
目
的
を
二
つ
の
極
（
℃
9
Φ
）

　
　
観的
目
的
措
定
を
含
む
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
同
げ
剛
α
゜
”
O
H
Q
o
）
。
　
　
　
　
と
考
え
る
（
凶
三
紆
O
①
H
）
。
そ
し
て
、
自
ら
の
命
題
を
止
揚
し
が
た
い

　
　し
か
し
そ
こ
で
は
、
ト
レ
ル
チ
が
問
題
と
す
る
よ
う
な
客
観
的
目
的
　
　
　
　
振
動
（
O
ω
N
罠
臼
o
昌
）
に
つ
い
て
の
命
題
と
表
現
し
て
い
る
（
凶
甑
ユ
゜
”

　
　
措
定
に

つ

い
ては
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
O
O
）
。

（4
）
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
宗
教
と
文
化
　
　
（
9
）
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
創
造
論
を
展
開
す

　
　
の

「並列
化
」
を
避
け
る
議
論
と
対
照
的
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
は
現
代
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ



　
　え
、
彼
の
存
在
論
は
、
従
来
の
教
義
学
に
お
け
る
創
造
論
に
代
わ
る
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
文
献
の
略
記
号
は
次
の
も
の
を
使
用

　
　も
の
と
し
て
企
て
ら
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
実
際
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
講
　
O
≦
』
O
跨
黛
§
§
ミ
鷺
ミ
爬
幕
獅
口
房
σ
q
°
＜
゜
閃
o
冨
8
≧
σ
器
0
7
ρ
o
。
言
算
o
q
碧
け

　
　義
（
H
㊤
N
㎝
）
で
は
、
創
造
に
関
す
る
第
一
部
を
神
学
的
存
在
解
釈
、
　
　
　
　
H
O
α
㊤
占
O
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