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序

一
九
五
〇
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
に
始
ま
り
、
二
〇
〇
四
年
に
没
す
る
ま
で
た

ゆ
ま
ず
に
続
け
ら
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
生
涯
に
わ
た
る
思
考
の
歩
み
に
つ
い

て
は
、
前
期
・
中
期
・
後
期
と
い
う
よ
う
な
何
ら
か
の
時
期
区
分
に
も
と
づ
い
て
、

一
九
八
〇
年
代
あ
る
い
は
一
九
九
〇
年
代
に
、「
転
回
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。「
転
回
」
と
い
う
言
葉
で
含
意
さ
れ
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
哲
学
的
な

領
域
か
ら
、
法
的
・
政
治
的
・
倫
理
的
・
宗
教
的
な
領
域
へ
の
移
行
で
あ
る
。
実
際
、

初
期
な
い
し
前
期
の
デ
リ
ダ
が
形
式
的
に
は
学
術
論
文
の
ス
タ
イ
ル
で
、
主
に
哲
学

的
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
理
論
的
に
展
開
し
た
の
に
対
し
、
後
期
デ
リ
ダ
の
議
論
す
る

テ
ー
マ
は
、
法
・
政
治
・
倫
理
・
宗
教
の
領
域
に
広
が
っ
て
お
り
、
現
実
社
会
の
動

き
と
も
リ
ン
ク
し
た
実
践
的
な
色
合
い
が
強
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
り
わ
け
法
や
倫

理
の
問
題
圏
へ
の
転
回
と
い
う
印
象
を
強
く
与
え
る
の
は
、
一
九
九
四
年
の
『
法
の

力
』
で
提
示
さ
れ
た
デ
リ
ダ
の
「
正
義
」
に
つ
い
て
の
議
論
だ
ろ
う
。
こ
の
議
論
は
、

哲
学
の
み
な
ら
ず
法
学
や
政
治
学
、
倫
理
学
の
領
域
に
お
い
て
広
く
受
容
さ
れ
、
一

定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。「
後
期
デ
リ
ダ
」
を
上
記
の
よ
う
な
法
的
・
政
治
的
・
倫

理
的
「
転
回
」
と
捉
え
る
見
方
に
、
一
定
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、『
な
ら
ず
者
た
ち
』
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
自
身
は
そ
の
よ
う

な
転
回
を
認
め
て
い
な
い
。「
一
九
八
〇
年
代
あ
る
い
は
一
九
九
〇
年
代
に
、「
脱
構

築
」
の
、
少
な
く
と
も
私
が
そ
の
経
験
を
し
て
い
る
よ
う
な
「
脱
構
築
」
の
、
政
治

0

0

的
転
回

0

0

0

な
い
し
倫
理
的
転
回

0

0

0

0

0

な
る
も
の
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
」（V

 64/85

）。
こ
の

よ
う
な
デ
リ
ダ
の
自
己
理
解
と
、
デ
リ
ダ
を
読
む
者
に
よ
る
受
容
と
の
ズ
レ
は
、
デ

リ
ダ
が
遺
し
た
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
群
の
検
討
を
通
じ
て
、
今
後
も
考
察
の
焦
点
で
あ

り
続
け
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
は
ま
た
、「
わ
た
し
は
長
年
の
あ
い
だ
、
同
じ
ア
ポ
リ
ア

の
も
と
で
進
め
て
き
た
思
考
が
も
た
ら
す
い
く
つ
か
の
帰
結
を
、
追
い
詰
め
て
み
た

い
だ
け
な
の
で
す
」（P

M
 306/205

）
と
も
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
デ
リ
ダ
の
思
考

の
歩
み
を
可
能
な
か
ぎ
り
内
在
的
に
理
解
し
え
た
な
ら
ば
、
そ
の
歩
み
は
、
同
じ
ひ

と
つ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
を
巻
き
込
み
な
が
ら
漸
進
的
に
変

化
し
つ
つ
進
ん
で
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
い
か①
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
こ

れ
ら
の
デ
リ
ダ
の
文
言
が
示
唆
す
る
の
は
、
デ
リ
ダ
思
想
に
お
け
る
「
転
回
」
の
見

方
に
反
し
て
、
デ
リ
ダ
思
想
の
展
開
の
う
ち
に
何
ら
か
の
根
本
的
に
一
貫
し
た
動
向

を
見
て
取
り
う
る
可
能
性
で
あ
る
。

本
稿
は
、
一
見
す
る
と
異
質
な
前
期
と
後
期
の
思
想
の
あ
い
だ
に
、
一
貫
し
た
モ

チ
ー
フ
が
あ
る
と
い
う
こ
の
仮
設
的
視
点
か
ら
、
デ
リ
ダ
思
想
を
捉
え
る
こ
と
に
し

た
い
。
そ
の
視
点
を
本
稿
の
文
脈
で
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
前
期
と
後
期

で
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、「
理
念
」
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
の
議
論
で
あ

る
。
そ
し
て
、
脱
構
築
の
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
と
目
さ
れ
る
の
は
、「
歴
史
」
に
つ
い

て
の
「
別
の
思
考
」
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
視
点
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

歴
史
・
出
来
事
・
正
義

―
後
期
デ
リ
ダ
へ
の
一
視
点
―
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「
転
回
」
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
『
法
の
力
』
に
お
い
て
、デ
リ
ダ
は
「
正
義
の
理

念
」
を
力
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
一
見
す
る
と
前
期
の
デ
リ
ダ
の

議
論
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
を
き
た
す
。
と
い
う
の
も
、
前
期
の
デ
リ
ダ
は
、
目
的
論

的
な
も
の
を
「
現
前
の
形
而
上
学
」
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
捉
え
て
、
と
り
わ
け
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
や

目
的
論
的
な
理
念
に
注
目
し
、
そ
の
よ
う
な
理
念
の
現
前
を
問
い
に
付
す
議
論
を
展

開
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
リ
ダ
は
、「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理

念
」
や
目
的
論
的
な
理
念
に
対
し
て
、
批
判
的
な
態
度
を
と
る
は
ず
だ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
後
期
の
デ
リ
ダ
は
ふ
た
た
び
正
義
と
い
う
理
念
を
積
極
的
に
語
り
だ

す
の
で
あ
る
。『
法
の
力
』
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
正
義
の
理
念
」
は
、
た
し
か
に

「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
は
異
な
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
の
だ
が
、な
ぜ
理

念
を
批
判
す
る
デ
リ
ダ
が
あ
ら
た
め
て
肯
定
的
な
理
念
を
持
ち
出
し
た
の
か
に
つ
い

て
、そ
の
真
相
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
念
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
の
思
考
は
、

前
期
と
後
期
の
あ
い
だ
で
ど
の
よ
う
な
連
関
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
主
眼
は
、
デ
リ
ダ
の
思
想
の
あ
る
種
の
一
貫
性
を
足
掛
か
り
と
し
て
、
以

上
の
問
い
に
主
題
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
前
期
か

ら
後
期
ま
で
揺
る
ぎ
な
く
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
的
思
考
の
根
底
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
と
し

て
、「
歴
史
」
の
モ
チ
ー
フ
に
着
目
す
る
。
こ
の
視
点
か
ら
の
把
捉
を
実
行
す
る
こ
と

で
、
二
つ
の
「
理
念
」
の
関
係
は
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
試
み
を
行
な

う
た
め
に
、
本
論
で
は
、
ま
ず
前
期
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
理
念
お
よ
び
歴
史
に
つ
い

て
の
見
解
を
簡
潔
に
要
約
し
て
示
す
（
1
）。
次
に
、
後
期
の
時
期
の
デ
リ
ダ
が
展
開

す
る
出
来
事
の
思
考
を
整
理
し
検
討
し
つ
つ
、
そ
れ
を
歴
史
の
問
題
と
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
デ
リ
ダ
の
歴
史
の
別
の
思
考
の
モ
チ
ー
フ
を

示
し
た
い
（
2
）。
最
後
に
、
こ
う
し
た
出
来
事
‐
歴
史
の
視
点
か
ら
『
法
の
力
』
に

お
け
る
決
断
お
よ
び
正
義
の
議
論
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
正
義
の
理
念
」
の

あ
り
方
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ
と
前
期
の
目
的
論
的
な
理
念
と
の
違
い
を
考
察
す
る

こ
と
に
し
た
い
（
3
）。

１　

理
念
と
歴
史

本
節
の
課
題
と
な
る
の
は
、
前
期
デ
リ
ダ
に
お
い
て
「
理
念
」
が
批
判
的
に
問
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
思
想
に
「
歴
史
」
の
モ

チ
ー
フ
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。た
だ
し
紙
幅
の
都
合
上
、

こ
こ
で
は
以
上
の
二
点
を
簡
潔
に
論
じ
て
お
き
た
い②
。

デ
リ
ダ
は
『
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
お
け
る
発
生
の
問
題
』
に
始
ま
る
一
連
の
フ
ッ

サ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
、「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
目
的

論
的
な
理
念
と
し
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
が
提
示
し
た
も
の
を
問
題
視
し
て
き
た
。『
幾
何

学
の
起
源
・
序
説
』
で
は
、
理
念
的
な
も
の
の
歴
史
的
伝
承
が
開
く
超
越
論
的
な
歴

史
性
へ
の
問
い
の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
語
る
「
歴
史
の
目
的
論
」「
理
性
の
目
的

論
」
の
テ
ロ
ス
と
し
て
の
「
理
念
」
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
『
声
と
現

象
』
の
結
論
部
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
理
念
が
、「
現
前
の
形
而
上
学
」
へ
の

内
属
を
示
す
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
文
章
は
、
そ
う
し
た
デ
リ
ダ
自
身
の
フ
ッ

サ
ー
ル
読
解
の
ひ
と
つ
の
帰
結
を
自
ら
要
約
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
説
に
と
っ
て
本
質
的
な
資
源
を
形
作
る
そ
う
し
た
形
而
上

学
的
諸
概
念
の
な
か
で
も
、
目
的

0

0

な
い
し
テ
ロ
ス
の
概
念
は
決
定
的
な
役
割
を
演
じ

て
い
る
。
こ
れ
は
明
示
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、現
象
学
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、

と
り
わ
け
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
〈
理
念
〉」
へ
の
依
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
た
び

に
、
テ
ロ
ス
の
無
限
性
、
目
的
の
無
限
性
が
現
象
学
の
諸
権
能
を
統
制
し
て
い
る
」

（M
 147/217

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
対
す
る
こ
う
し
た
把
捉
、
お
よ
び
歴
史
や
理
念
や
目
的
論

と
い
っ
た
問
題
系
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
の
域
を
越
え
て
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
思
想

の
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
な
論
点
と
な
っ
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
目
的
論
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的
な
も
の
を
含
ん
だ
形
而
上
学
的
な
「
歴
史
」
概
念
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

脱
構
築
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
で

の
発
言
に
も
と
づ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

デ
リ
ダ
は
、脱
構
築
の
思
想
が
歴
史
の
拒
否
で
は
な
い
か
と
の
意
見
に
反
対
し
て
、

歴
史
と
の
か
か
わ
り
を
解
説
し
て
い
る
。デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
私
が
そ
れ
に
抗
し
て

脱
構
築
的
批
判
を
組
織
立
て
よ
う
と
試
み
て
き
た
当
の
も
の
」
と
は
、「
超
越
論
的
シ

0

0

0

0

0

ニ
フ
ィ
エ

0

0

0

0

も
し
く
は
テ
ロ
ス

0

0

0

と
し
て
の
意
味
の
権
威
」
で
あ
っ
て
、「
究
極
的
に
は
意

味
の
歴
史
と
し
て
規
定
さ
れ
た
歴
史
」、
す
な
わ
ち
「
歴
史
を
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
的
、

形
而
上
学
的
、
観
念
論
的
に
（
…
）
表
象
す
る
よ
う
な
形
で
の
歴
史
、
ま
さ
に
そ
う

い
う
歴
史
の
権
威
」
で
あ
っ
た
（P

 67/73
）。
す
な
わ
ち
形
而
上
学
的
な
歴
史
概
念
の

脱
構
築
は
、
歴
史
を
一
定
の
方
向
へ
と
秩
序
づ
け
る
よ
う
な
「
意
味
の
歴
史
」
の
解

体
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
意
味
の
歴
史
」
と
い
う
言
葉
で
念
頭
に
置
か
れ
る
も
の

と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
歴
史
は
テ
ロ
ス
を
も
つ
と

い
う
目
的
論
的
な
歴
史
理
解
も
ま
た
、
そ
う
し
た
「
意
味
の
歴
史
」
に
間
違
い
な
く

含
ま
れ
る
。
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
は
、「
歴
史
」
と
い
う
語
が
、
き
わ
め
て
形
而
上
学
的

な
含
蓄
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
の「
歴

史
」
概
念
の
批
判
が
脱
構
築
の
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
こ
の
批
判
は
、
し
か
し
、
あ
る

特
定
の
歴
史
概
念
の
解
体
で
あ
っ
て
、
歴
史
そ
の
も
の
の
否
定
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
で
は
脱
構
築
が
「
歴
史
の
拒
否
」

だ
と
い
う
意
見
に
デ
リ
ダ
は
強
く
反
対
し
、
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
「
私
に
と
っ

て
、
形
而
上
学
的
な
歴
史
の
概
念
の
解
体
は
、「
歴
史
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
す③
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
デ
リ
ダ
が
特
定

の
「
歴
史
」
概
念
を
解
体
す
る
の
は
、
歴
史
を
否
定
す
る
た
め
で
は
な
く
、
当
の
概

念
に
よ
る
把
捉
と
は
「
別
の
・
他
な
る
」（au

tre

）
歴
史
の
思
考
へ
と
向
か
う
た
め
だ

か
ら
で
あ
る
。『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』で
は
、こ
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
私

は
歴
史
と
い
う
「
形
而
上
学
的
な
」
概
念
に
対
し
て
い
ろ
ん
な
留
保
を
表
明
し
な
が

ら
も
、「
歴
史
」
と
い
う
語
の
射
程
を
書
き
こ
み
直
し
て
、「
歴
史
」
に
つ
い
て
の
別

の
概
念
な
い
し
は
別
の
概
念
的
連
鎖
を
生
み
出
す
べ
く
、
き
わ
め
て
し
ば
し
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

「
歴

史
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
ま
す
（
…
）。「
歴
史
」
に
つ
い
て
の
別
の
概
念
な
い
し

は
別
の
概
念
的
連
鎖
と
い
う
の
は
、
反
復
と
痕
跡

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
あ
る
新
し
い
ロ
ジ
ッ

ク
を
含
む
よ
う
な
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
な
し
に
は
、
ど
こ

に
歴
史
が
存
在
す
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
」（P

 78/85

）。

脱
構
築
は
「
歴
史
」
と
い
う
語
が
も
つ
形
而
上
学
的
な
含
蓄
に
警
戒
を
続
け
な
が
ら

も
「
歴
史
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
形
而
上
学
的
な
「
歴
史
」
概
念
を
解
体
す
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
批
判
作
業
を
通
し
て
、
歴
史
の
「
別
の
概
念
」
を
思
考
す
る
の

で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
脱
構
築
に
は
、
目
的
論
的
に
理
解
さ
れ
た
概
念
と
し
て
の
歴
史
と
は

異
な
る
し
か
た
で
歴
史
を
思
考
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
を
「
現
前
」
批
判
と
関
係
づ
け
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
こ
う
。
す

な
わ
ち
、
目
的
論
的
な
歴
史
概
念
は
、
起
源
お
よ
び
テ
ロ
ス
の
位
置
に
現
前
的
な
も

の

―
か
つ
て
現
前
し
て
い
た
も
の
、
こ
れ
か
ら
現
前
す
る
だ
ろ
う
も
の

―
を
設

定
し
た
歴
史
概
念
で
あ
り
、
そ
の
中
で
目
的
論
的
な
理
念
は
、
現
在
か
ら
未
来
へ
の

無
際
限
の
延
長
線
の
果
て
に
現
前
を
確
保
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
役
割
を
果
た
す
。

そ
れ
に
対
し
、
脱
構
築
の
思
考
は
、
非
現
前
的
な
も
の
が
現
在
の
只
中
に
不
可
避
的

に
入
り
込
み
、
現
在
が
根
源
的
に
分
割
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
デ
リ
ダ

が
歴
史
の「
別
の
概
念
」に
つ
い
て「
反
復
と
痕
跡

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
あ
る
新
し
い
ロ
ジ
ッ

ク
を
含
む
よ
う
な
歴
史
」
と
述
べ
る
の
は
、
反
復
や
痕
跡
が

―
す
な
わ
ち
差
延
の

思
考
が

―
そ
の
よ
う
な
事
態
を
示
す
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。デ
リ
ダ
は
こ
う
し
て
、

現
前
の
形
而
上
学
に
対
抗
し
て
別
の
仕
方
で
歴
史
を
思
考
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
方
向
性
は
そ
の
後
の
時
期
の
デ
リ
ダ
思
想
に
お
い
て
も
、
一
貫
し
て
持
続
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
思
考
は
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
の
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底
流
を
な
し
て
い
て
、
次
第
に
「
出
来
事
」
の
議
論
と
し
て
前
景
化
し
て
い
く
よ
う

に
見
え
る
。
次
節
で
は
、
後
期
デ
リ
ダ
の
特
徴
を
な
す
こ
の
議
論
へ
と
目
を
向
け
る

こ
と
に
し
た
い
。

２　

歴
史
と
出
来
事

後
期
の
デ
リ
ダ
の
中
で
、
歴
史
の
問
題
が
と
り
わ
け
直
接
的
に
論
じ
ら
れ
た
テ
ク

ス
ト
の
ひ
と
つ
に
、
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
が
あ

る
。
そ
こ
で
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
あ
る
脱
構
築
的
な
歩
み
（
…
）
は
、
当
初
か
ら
、（
…
）
歴
史
の
存
在
‐
神
学
的

概
念

―
だ
け
で
な
く
そ
の
始
原
‐
目
的
論
的
概
念

―
を
問
い
な
お
す
こ
と

に
存
し
て
い
た
。
そ
れ
は
何
も
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
歴
史
の
終
わ
り
や
没
歴
史

性
を
対
立
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
逆
に
こ
の
存
在
‐
神
学
‐
始
原
‐
目
的
論 

（on
to- th

éo- arch
éo- téléologie

）
が
歴
史
性
に
閂

か
ん
ぬ
き

を
か
け
、
歴
史
性
を
無
力

化
し
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
そ
れ
を
無
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
示
す
た
め
で

あ
っ
た
。
そ
の
と
き
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
も
う
一
つ
別
の
歴
史
性
を
考

え
る
こ
と
で
あ
る

―
（
…
）
歴
史
性
を
断
念
し
な
い
こ
と
を
可
能
に
し
、
む

し
ろ
逆
に
約
束
と
し
て
の
メ
シ
ア
的
か
つ
解
放
的
な
約
束
の
肯
定
的
思
考
へ
ア

ク
セ
ス
を
開
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
歴
史
性
と
し
て
の
出
来
事
性
の

別
の
開
口
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。」（S

M
 125f./168f.

）

歴
史
の
形
而
上
学
的
（
＝
存
在
‐
神
学
‐
始
原
‐
目
的
論
的
）
な
概
念
を
批
判
し
、そ

れ
と
は
異
な
る
別
の
歴
史
性
を
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
こ
の
文
言
は
、

先
に
見
た
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
で
の
発
言
と
通
底
す
る
内
容
を
示
し
て
お
り
、
脱
構
築

が
一
貫
し
て
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
の
本
文
で
は
カ
ッ
コ
内
に
挿

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
挿
入
箇
所
を
導
く
議
論
で
は
、
歴
史
に
お
け
る
民

主
主
義
の
理
念
の
実
現
と
勝
利
を
説
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史
の
終

わ
り
』
が
、理
念
と
歴
史
上
の
事
実
と
を
同
一
視
し
た
新
福
音
主
義
だ
と
批
判
さ
れ
、

反
対
に
、
フ
ク
ヤ
マ
が
参
照
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
評
価
さ
れ
て

い
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
は
「
歴
史
性
を
め

ぐ
る
あ
る
別
の
思
考
」
で
あ
り
、
こ
の
思
考
は
、「
わ
れ
わ
れ
を
歴
史
の
形
而
上
学
的

概
念
の
彼
方
に
、
そ
し
て
（
…
）
歴
史
の
終
わ
り
の
形
而
上
学
的
概
念
の
彼
方
に
呼

び
寄
せ
る
」（S

M
 120/160f.

）
も
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
デ
リ
ダ
は
、コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に

脱
構
築
的
な
モ
チ
ー
フ
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
本
節
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
期
と
ほ
ぼ
同
じ
歴
史
の
モ
チ
ー
フ
を
語
る
後

期
の
デ
リ
ダ
の
語
り
口
に
、
し
か
し
、
前
期
と
は
異
な
る
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
リ
ダ
が
思
考
す
る
「
も
う
一
つ
別
の
歴
史
性
」
は
、
前
期
で

は
痕
跡
や
反
復
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
含
む
も
の
と
語
ら
れ
た
の
に
対
し
、
後
期
で
は
「
歴

史
性
と
し
て
の
出
来
事
性
の
別
の
開
口
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
「
出
来
事
性
」

（évén
em

en
talité

）
す
な
わ
ち
「
出
来
事
」（évén

em
en

t

）
の
思
考
が
、
後
期
の
デ

リ
ダ
を
特
徴
づ
け
る
テ
ー
マ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る④
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
デ
リ

ダ
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
を
読
め
ば
、
デ
リ
ダ
が
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
を
め
ぐ
っ
て

出
来
事
を
論
じ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
デ
リ
ダ
が
取
り
組
む
、
発
明
、
歓
待
、
贈
与
、

赦
し
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
は
、
す
べ
て
出
来
事
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
デ
リ
ダ
が
言
う
に
は
、
出
来
事
の
議
論
は
、
こ
こ
で
挙
げ
た
諸
々
の

概
念
（
歓
待
、
贈
与
…
）
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、「
際
限
な
く
伝
染
す
る
」
も
の

で
あ
っ
て
、「
最
後
に
は
す
べ
て
の
概
念
が
、
そ
し
て
疑
い
な
く
概
念
の
概
念
が
こ
れ

に
伝
染
し
ま
す
」（P

M
 306/204

）。
つ
ま
り
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、究
極
的
に
は
あ
ら
ゆ

る
概
念
が
出
来
事
の
観
点
か
ら
考
え
直
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、
非
常
に

広
大
な
射
程
で
出
来
事
の
思
考
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
出
来
事
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
デ
リ
ダ
は
ど
の
よ
う
に
思
考
し
て
い
る
の

か
。
一
般
に
、
何
か
が
起
こ
る
こ
と
が
「
出
来
事
」
と
呼
ば
れ
る
が
、「
何
か
が
起
こ
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る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
を
限
界
ま
で
押
し
進
め
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ま

で
に
な
か
っ
た
こ
と
、
何
か
し
ら
の
点
で
新
し
い
こ
と
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
等
が
起
こ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
「
他
な
る
も
の
」
が
発
生
し
た
り
到
来

し
た
り
す
る
こ
と
が
、
出
来
事
の
出
来
事
た
る
所
以
だ
と
言
え
る
。
他
な
る
も
の
の

到
来
と
し
て
の
出
来
事
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
経
験
そ
の
も
の
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
デ
リ
ダ
は
こ
う
し
た
脱
構
築
的
な
思
考
に
も
と
づ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

事
象
や
概
念
に
対
し
て
、
そ
れ
が
出
来
事
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
探
究
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
の
議
論
を
総
体
的
に
理
解
す
る
に
は
き
わ
め
て
広
い
範

囲
の
考
察
が
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
こ
か
ら
出
来
事
の
特

徴
と
し
て
デ
リ
ダ
が
語
る
そ
の
内
容
を
、
本
稿
の
議
論
に
か
か
わ
る
次
の
三
つ
の
対

立
点
に
し
た
が
っ
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
と
く
に
、「
出
来
事
を
語
る
こ
と
」
を

め
ぐ
る
発
言
が
収
め
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
主
な
参
考
と
し
つ
つ
、
前
期
デ
リ
ダ
の
脱

構
築
の
批
判
対
象
で
あ
っ
た
目
的
論
と
の
対
比
を
し
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を
捉
え
る

こ
と
に
す
る
。

①
知
／
非
‐
知

第
一
の
対
立
点
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、「
知
」
と
「
非
‐
知
」
の
区
別
で
あ
る
。

ま
ず
、
目
的
論
が
想
定
す
る
テ
ロ
ス
は
、
自
己
に
よ
る
自
己
の
知
と
し
て
の
「
絶
対

知
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。『
声
と
現
象
』
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現

象
学
が
現
前
の
形
而
上
学
に
内
属
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
内
部
で
は
「
歴
史

の
閉
域
と
し
て
の
絶
対
知
」（V

P
 115/229

）
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
出
来
事
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
知
と
は
異
な
る
次
元
に
属

す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
が
起
こ
る
こ
と
と
は
、
知
に
属
す
る
こ
と
が
ら

で
は
な
く
、
知
を
は
み
出
る
こ
と
が
ら
だ
と
デ
リ
ダ
は
指
摘
す
る
。
デ
リ
ダ
は
出
来

事
の
考
察
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
告
白
（aveu

）」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
い
る
（D

E
 

91f.

）。
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
告
白
・
告
解
と
は
、
自
分
の
犯

し
た
罪
を
神
の
前
で
告
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
告
白
が
出
来

事
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
真
実
を
述
べ
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
何
か
を
述
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
私
と
他
者
と
の
関
係
が
変
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
デ
リ
ダ
は
こ

こ
で
、
事
実
確
認
的
な
も
の
と
行
為
遂
行
的
な
も
の
の
区
別
を
用
い
て
、
告
白
と
い

う
出
来
事
は
、
事
実
確
認
的
な
次
元
で
は
な
く
、
行
為
遂
行
的
な
次
元
に
属
す
る
と

見
な
す
。
デ
リ
ダ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
前
者
が
真
理
や
認
識
の
次
元
で
あ
る
の
に

対
し
、
後
者
は
前
者
と
は
異
質
な
次
元
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
出
来
事
の
特
徴
と

し
て
の
非
‐
知
の
次
元
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
出
来
事
を
語
る
こ
と
」

―
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
出
来
事
で
あ

る

―
と
は
、「
情
報
、
知
、
認
知
の
次
元
」
か
ら
は
み
出
る
も
の
で
あ
り
、「
欠
陥

で
は
な
く
、
単
な
る
蒙
昧
主
義
、
無
知
、
非
科
学
で
も
な
い
よ
う
な
非
‐
知
」
に
属

す
る
よ
う
な
、「
知
と
は
異
質
な
何
か
」
で
あ
る
（D

E
 92

）。
以
上
が
出
来
事
の
ひ
と

つ
の
特
徴
で
あ
る
。

②
可
能
な
も
の
／
不
可
能
な
も
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴
史
の
目
的
論
が
、
哲
学
史
を
普
遍
的
な
理
性
が
自
己
を
実
現
す

る
過
程
と
し
て
描
出
し
た
よ
う
に
、
目
的
論
は
、
歴
史
を
可
能
な
も
の
や
潜
在
的
な

も
の
の
実
現
過
程
と
捉
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
出
来
事
は
、
そ

れ
が
出
来
事
で
あ
る
た
め
に
は
、
可
能
な
も
の
の
実
現
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
た
ん

に
行
動
に
移
す
こ
と
、
遂
行
、
実
行
、
権
能
の
目
的
論
的
な
実
現
で
あ
っ
て
は
な
ら

ず
、「
可
能
性
の
条
件
」
に
依
拠
し
た
デ
ュ
ナ
ミ
ス
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
で
す
」（P

M
 309/210

）。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
は
「
不
可
能
な
も

の
」と
特
徴
づ
け
ら
れ
る

―
こ
れ
が
出
来
事
の
特
徴
づ
け
の
二
点
目
で
あ
る
。「
出

来
事
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
可
能
（im

possible

）
を
行

う
こ
と
に
あ
る
」（D

E
 94

）。

不
‐
可
能
な
も
の
、
可
能
‐
な
ら
ざ
る
こ
と
（im

-possible

）、
と
ハ
イ
フ
ン
を
入
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れ
て
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
の
「
不
可
能
な
も
の
」
は
、
し
か
し
可
能
な
も
の

の
単
な
る
否
定
で
は
な
い
。「
可
能
な
も
の
」
が
含
意
す
る
の
は
、何
ら
か
の
潜
在
的

な
も
の
の
実
現
、
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
複
数
の
選
択
肢
か
ら
ひ
と
つ
を
選
ぶ

こ
と
、
能
力
が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
実
行
、
計
算
可
能
な
も
の
や
予
測
し

た
も
の
の
現
実
化
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
デ
リ
ダ
の
言
う
「
不
可
能
な

も
の
」
は
、
以
上
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
い
わ
ば
可
能
な
も
の
の
他
者
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
重
要
な
の
は
、
不
可
能
な
も

の
こ
そ
、
出
来
事
が
出
来
事
と
し
て
生
じ
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ

ば
出
来
事
の
本
質
的
な
構
成
要
素
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
不
可
能
性
の
経
験

が
、
出
来
事
の
出
来
事
性
を
条
件
づ
け
て
い
る
」（D

E
 96

）。
つ
ま
り
、
ど
れ
ほ
ど
計

算
や
予
測
に
基
づ
い
て
何
か
を
実
行
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
他
な
る
も
の
の
到
来

す
る
出
来
事
だ
と
言
い
う
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
計
算
や
予
測
と
は
絶
対
的
に
断
絶

し
た
も
の
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
デ
リ
ダ
は
不
可
能
な
も
の
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
一
例
を
挙
げ
た
い
。
デ
リ
ダ
は
贈
与
（d

on

）
の
問
題

―
さ
ら
に
は
、

一
種
の
贈
与
と
し
て
の
赦
し
（p

ard
on

）
の
問
題

―
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
不

可
能
な
も
の
の
事
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
こ
の
贈
与
で
あ
る（cf. F

R
 92

）。

出
来
事
と
し
て
の
贈
与
は
、
私
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
与
え
る
こ
と
、

と
い
う
矛
盾
し
た
言
明
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
赦
し
に
か
ん
し
て
は
、
赦
し
と
は
赦

し
え
な
い
こ
と
を
赦
す
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
言
明
に
な
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の

は
、
可
能
な
贈
与
は
出
来
事
と
し
て
の
贈
与
で
は
な
く
、
不
可
能
な
贈
与
が
、
贈
与

が
出
来
事
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
地
平
／
垂
直
性

以
上
の
よ
う
に
出
来
事
は
、
理
論
的
に
認
知
で
き
ず
、
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
べ

き
で
な
い
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
待

ち
受
け
る
」こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
性
質
上
、い
か
な
る
予
測
や
予
期
も
裏
切
っ

て
到
来
す
る
出
来
事
は
、
現
象
学
的
に
言
え
ば
、
予
期
や
未
来
予
持
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、
未
来
の
時
間
的
な
地
平
か
ら
は
み
出
る
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
出
来

事
が
地
平
概
念
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
の
解

釈
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
地
平
と
は
「
未
来
の
「
つ
ね
に
‐
す
で
に
‐

そ
こ
に
」」（O

G
 123/182

）
で
あ
っ
て
、未
知
の
も
の
を
既
知
の
も
の
の
一
種
と
し
て

受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
地
平
的
に
、
私
は
出
来
事
が
や
っ
て
来
る
の
を
見
、
予

測
し
、
予
想
す
る
。
そ
し
て
出
来
事
と
は
、
語
ら
れ
う
る
け
れ
ど
も
、
け
っ
し
て
予

想
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
」（D

E
 97

）。

デ
リ
ダ
が
そ
の
よ
う
な
地
平
概
念
に
対
置
す
る
の
は
、
出
来
事
の
「
垂
直
性
」
で

あ
る
。
地
平
の
水
平
性
に
対
し
て
、「
出
来
事
と
し
て
の
、
絶
対
的
な
驚
き
と
し
て
の

出
来
事
は
、私
に
上
か
ら
落
ち
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

E
 97

）。
つ
ま

り
出
来
事
は
、
ま
っ
た
く
の
予
期
や
先
取
り
な
し
に
突
然
到
来
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、し
た
が
っ
て
一
瞬
た
り
と
も
そ
れ
を
「
待
つ
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
出
来
事
は
、

つ
ね
に
地
平
を
超
越
し
た
高
み

―
こ
の
高
み
や
超
越
性
は
何
ら
の
形
而
上
学
的
な

い
し
宗
教
的
な
含
意
も
も
た
な
い

―
か
ら
到
来
す
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
デ
リ
ダ
は
こ
の
時
期
、
歓
待
の
問
題
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

デ
リ
ダ
は
「
純
粋
な
歓
待
」
と
「
条
件
つ
き
の
歓
待
」
と
を
区
別
し
、
そ
れ
と
関
連

し
て
、「
招
待
の
歓
待
」
と
「
訪
問
の
歓
待
」
と
の
区
別
を
強
調
し
て
い
る
（D

E
 96

）。

「
招
待
の
歓
待
」
に
は
、
主
人
が
客
を
待
ち
受
け
る
と
い
う
契
機
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
到
来
す
る
も
の
が
待
ち
受
け
る
地
平
の
中
で
到
来
す
る
。
そ
れ
に
対
し
「
訪
問

の
歓
待
」
で
は
、
予
期
の
地
平
を
超
え
て
、
ま
っ
た
く
の
不
意
打
ち
で
訪
問
者
が
到

来
す
る
。
出
来
事
と
し
て
の
歓
待
は
後
者
の
歓
待
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
出
来
事

の
垂
直
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
出
来
事
の
特
徴
を
、
デ
リ
ダ
の
発
言
を
拾
い
上
げ
な
が
ら
三
点
に
わ
た
っ
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て
確
認
し
た
。
三
点
を
ま
と
め
て
述
べ
れ
ば
、
出
来
事
と
は
、
理
論
的
に
認
識
可
能

な
も
の
、
潜
在
的
・
可
能
的
な
も
の
、
地
平
的
な
予
期
、
こ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
絶

対
的
に
断
絶
し
た
あ
り
方
で
到
来
す
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
出
来
事
の
思
考
を
通
じ
て
、
デ
リ
ダ
は
知
・
可
能
な
も
の
・
地
平
と
は
異
な
る
仕

方
で
到
来
す
る
も
の
を
思
考
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
デ
リ
ダ
は
、
そ
の
よ
う
な
到
来

す
る
も
の
そ
こ
か
ら
が
や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
端
的
に
「
未
来
」
と
呼
ん

で
い
る
。
た
だ
し
こ
の
未
来
は
、
む
ろ
ん
現
前
的
な
も
の
や
、
現
前
的
な
も
の
の
一

種
と
し
て
の
目
的
論
的
理
念
や
カ
ン
ト
的
意
味
で
の
理
念
に
よ
っ
て
現
在
と
の
連
続

性
を
保
証
さ
れ
た
未
来
（fu

tu
r

）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
現
前
す
る
こ
と
の

な
い
、
現
在
と
は
非
連
続
な
未
来
、
す
な
わ
ち
非
現
前
的
な
未
来
（aven

ir

）
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
未
来
が
根
源
的
に
現
在
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
現
在
を
分
割
す

る
の
で
あ
る
。
出
来
事
は
こ
の
意
味
で
の
未
来
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。「
出

来
事
の
到
来
と
は
、
決
し
て
ひ
と
が
妨
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま
た
妨
げ
て
は
な

ら
な
い
も
の
、
つ
ま
り
未
来
そ
の
も
の
の
別
名
な
の
で
す⑤
」。
こ
れ
が
、
デ
リ
ダ
が
脱

構
築
思
想
の
練
り
上
げ
を
通
じ
て
繰
り
返
し
肯
定
す
る
「
未
来
へ
の
開
け
」（F

S
 

30/100

）
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
出
来
事
と
歴
史
と
の
連
関
を
考
え
て
み
よ
う
。
出
来
事
の
思

考
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
目
的
論
的
な
も
の
と
の
異
質
性
、
あ
る
い
は
目
的
論
と
の

徹
底
的
な
断
絶
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
デ
リ
ダ
は
「
も
し

も
歴
史
を
目
的
論
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
出
来
事
は
歴
史
と
は
ま
っ

た
く
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
す
」（P

M
 309/210

）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ

は
『
な
ら
ず
者
た
ち
』
で
約
三
〇
年
ぶ
り
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴
史
論
を
再
論
し
て
い

る
が
、
そ
こ
で
は
出
来
事
の
思
想
と
目
的
論
と
の
異
質
性
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。「
テ
ロ
ス
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
つ
ま
り
目
的
論
が
歴
史
性
を
方
向
づ
け
、
秩

序
づ
け
、
可
能
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
目
的
論
は
、
そ

の
こ
と
自
体
で
当
の
歴
史
性
を
無
効
に
し
、
到
来
す
る
も
の
や
到
来
す
る
者
の
予
測

不
可
能
で
計
算
不
可
能
な
出
現
を
中
性
化
し
、
そ
の
単
独
的
で
例
外
的
な
他
者
性
を

中
性
化
し
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
到
来
す
る
も
の
や
到
来
す
る
者
な
し
に
は
、
も
は

や
何
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
」（V

 180/243f.

）。
し
た
が
っ
て
、
目
的
論
的
な
歴
史
概

念
と
は
断
絶
し
た
と
こ
ろ
で
、
出
来
事
と
歴
史
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

目
的
論
的
歴
史
と
は
異
な
り
、
出
来
事
の
思
考
に
よ
る
歴
史
の
概
念

―
す
な
わ

ち
歴
史
の
「
別
の
概
念
」

―
を
ど
の
よ
う
に
思
考
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
は

「
出
来
事
は
こ
の
種
の
〔
＝
目
的
論
的
な
〕
歴
史
を
何
ら
か
の
方
法
で
中
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
」（P

M
 309/210

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
中
断
」
は
、
他
な

る
も
の
の
到
来
に
よ
っ
て
「
歴
史
の
通
常
の
流
れ
」
を
「
切
り
裂
く
」（D

E
 103

）
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
出
来
事
に
よ
る
歴

史
の
「
中
断
」
も
、
や
は
り
歴
史
の
否
定
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

出
来
事
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
中
断
や
切
り
裂
き
に
よ
っ
て
、「
歴
史
そ
の
も
の
を

つ
く
り
だ
す
こ
と
」（F

S
 30/101

）
で
あ
る
。
歴
史
そ
の
も
の
と
は
、
目
的
論
的
な
展

開
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
異
性
を
も
っ
た
出
来
事
の
繰
り
返
し

―
他
な
る
も

の
の
反
復
（itération

）
と
い
う
意
味
で

―
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
歴
史
の
こ
と
で

あ
る
。
デ
リ
ダ
が
思
考
す
る
歴
史
や
歴
史
性
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
と
理
解

で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
デ
リ
ダ
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
歴
史

的
」
な
も
の
と
は
ま
さ
し
く
、「
あ
る
プ
ロ
セ
ス
の
、
絶
対
的
に
先
例
な
き
も
の
で
あ

り
な
が
ら
も
反
覆
可
能
性
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
一
契
機
に
書
き
込
ま
れ
た
」

（S
M

 91/125

）
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
出
来
事
や
そ
れ
に
連
関
し
た
歴
史
の
思
考
に
対
し
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め

る
べ
き
こ
と
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
は
出
来
事
を
「
目
的
論
の
な
か
に
あ

る
終
末
論
の
裂
け
目⑥
」
と
い
う
表
現
で
示
し
、
さ
ら
に
は
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
な
き
メ

シ
ア
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
と
連
関
し
て
、
通
常
の
意
味
で
の
信
仰
や
信
頼
と

は
異
な
る
も
の
と
し
て
の
、
出
来
事
へ
の
「
信
」
の
次
元
や
、
出
来
事
を
な
す
行
為
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遂
行
的
な
も
の
と
し
て
の
「
約
束
」
の
次
元
が
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
こ

れ
ら
の
重
要
な
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
節
で
は
、
本
稿
の
問
題
設

定
に
そ
く
し
て
、
以
上
の
諸
テ
ー
マ
と
並
ん
で
考
え
る
べ
き
課
題
の
ひ
と
つ
で
も
あ

る
正
義
の
問
題
へ
と
向
か
う
こ
と
に
し
た
い
。

３　

出
来
事
と
正
義

本
節
で
は
、
以
上
の
出
来
事
論
の
視
点
か
ら
『
法
の
力
』
第
一
部
で
論
じ
ら
れ
る

正
義
の
議
論
に
焦
点
を
当
て
、
最
後
の
課
題
と
し
て
、
目
的
論
的
な
理
念
と
「
正
義

の
理
念
」
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
正
義
を
「
決

断
」
と
い
う
出
来
事
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
捉
え

方
の
妥
当
性
に
か
ん
し
て
、
次
の
二
点
の
確
認
を
し
て
お
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
『
法
の
力
』
の
第
一
部
で
は
、
そ
の
前
半
部
で
、
正
義
（ju

stice

）

と
法
権
利
（d

roit

）
と
の
厳
格
な
区
別
が
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
権
利
が
脱

構
築
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
義
は
脱
構
築
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
定
義
が
な

さ
れ
、そ
こ
か
ら
「
脱
構
築
は
正
義
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
定
式
が
導
出
さ
れ
る
。

こ
の
定
式
に
つ
い
て
は
後
に
少
し
触
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
法
権
利
が
「
計
算

の
作
用
す
る
場
」（F

L
 38/39

）
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
義
は
「
計
算
す
る
こ
と
の
不

可
能
な
も
の
」（F

L
 38/39

）
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
つ
ま
り
、
法
権
利
は
知
の
次
元
に
あ
る
の
に
対
し
、
正
義
は
非
‐
知
の
次

元
に
関
係
す
る
と
言
え
る
。
こ
の
区
別
は
、
デ
リ
ダ
が
出
来
事
を
説
明
す
る
さ
い
に

用
い
た
区
別
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
正
義
が
出
来
事
と
同
じ
次
元
で

捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
義
は
「
計
算
不
可
能
な
も
の

に
つ
い
て
計
算
す
る
よ
う
要
求
す
る
」（F

L
 38/39

）
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ

に
正
義
の
命
令
な
い
し
義
務
と
し
て
の
固
有
性
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、『
法
の
力
』
後
半
部
で
は
、「
決
断
」（d

écision

）
に
つ
い
て
の
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
法
廷
に
お
い
て
裁
判
官
が
判

決
を
下
す
と
い
う
決
断
で
あ
る
。
そ
の
と
き
な
さ
れ
る
の
は
、
判
決
の
根
拠
と
な
る

べ
き
法
律
を
自
ら
に
よ
っ
て
新
た
に
解
釈
す
る
決
断
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
う
い
っ
た
決
断
も
ま
た
ひ
と
つ
の
出
来
事
と
捉
え
ら
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
決
断
が
出
来
事
と
し
て
起

こ
る
こ
と
、「
決
断
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
」
に
こ
そ
、「
決
断
の
正
義
」
は
存
す

る
（F

L
 54/62

）。
す
な
わ
ち
端
的
に
言
え
ば
、
正
義
に
か
な
っ
た
決
断
と
は
、
出
来

事
と
し
て
の
決
断
な
の
で
あ
る
。
以
上
二
点
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
の
正
義

概
念
は
、
決
断
と
い
う
出
来
事
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
言
い
換
え
れ
ば
、
デ
リ
ダ
の
正
義
概
念
は
、
出
来
事
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
こ

そ
、
そ
の
固
有
な
性
格
が
把
捉
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
正
義
の
理
念
」
が
登
場
す
る
の
は
『
法
の
力
』
第
一
部
の
結
論
部
で
あ
る
が
、そ

こ
に
い
た
る
後
半
部
で
、
デ
リ
ダ
は
決
断
を
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
提
示
す
る
議
論
を
展

開
し
て
い
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
三
つ
に
わ
た
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

同
じ
ひ
と
つ
の
こ
と
が
ら
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
正
義
へ
と
迫
る
た
め

に
、
以
下
で
こ
の
決
断
を
め
ぐ
る
三
つ
の
ア
ポ
リ
ア
を
、
前
節
で
見
た
出
来
事
の
三

つ
の
特
徴
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
辿
る
作
業
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
の
ア
ポ
リ
ア
は
、「
規
則
の
エ
ポ
ケ
ー
」（F

L
 50/54

）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で

は
決
断
と
規
則
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
規
則
に
し
た
が
い
、
規

則
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
よ
う
な
決
断
は
、
出
来
事
と
し
て
の
決
断
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
、
あ
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
展
開
す
る
こ
と
、
あ
る
計
算
を
行
う
こ
と
」
に
は
「
決
断
は
な
か
っ
た
」
こ

と
に
な
る
し
（F

L
 50/55

）、
裁
判
官
に
よ
る
解
釈
が
規
則
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
「
計
算
す
る
機
械
」（F

L
 51/57

）
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
裁
判
官
が
「
い
か
な
る
法
権
利
に
も
、
い
か
な
る
規
則
に
も
準
拠
し
な
い
場

合
」（F

L
 51/57

）
に
も
、
決
断
は
な
さ
れ
な
い
。「
正
義
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
た
め

に
は
、
例
え
ば
裁
判
官
の
決
断
は
、
あ
る
法
権
利
の
規
則
ま
た
は
一
般
的
な
掟
に
従
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
再
設
定
的
な
解
釈
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
を
引

き
受
け
、是
認
し
、そ
の
価
値
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（F

L
 51/55

）。
す
な
わ
ち
、

決
断
は
規
則
に
し
た
が
う
と
同
時
に
、
規
則
と
は
根
本
的
に
断
絶
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（cf. F

L
 51/56

）。「
規
則
の
エ
ポ
ケ
ー
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。

決
断
は
、
規
則
と
の
こ
の
よ
う
な
二
重
の
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は

規
則
に
か
ん
す
る
知
と
、
規
則
な
し
に
解
釈
を
再
創
設
す
る
と
い
う
非
‐
知
の
二
重

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
決
断
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
で
き
る
か
ぎ
り
の
知
に
も
と

づ
い
て
実
行
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
決
断

が
出
来
事
で
あ
る
た
め
に
は
、
知
の
次
元
を
は
み
出
る
非
‐
知
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
ア
ポ
リ
ア
は
「
決
断
不
可
能
な
も
の
の
と
り
憑
き
」（F

L
 52/58

）
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
も
導
き
出
せ
る
よ
う
に
、
決
断
は
つ
ね
に
決
断

不
可
能
な
も
の
を
構
造
的
に
含
ん
で
い
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
決
断
不
可
能
な

も
の
は
、
少
な
く
と
も
幽
霊
の
よ
う
に
、
し
か
し
な
が
ら
本
質
的
な
幽
霊
の
よ
う
に
、

あ
ら
ゆ
る
決
断
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
決
断
と
い
う
出
来
事
の
う
ち
に
、

と
ら
わ
れ
、
住
ま
わ
れ
つ
づ
け
る
。」（F
L

 54/61

）
こ
の
決
断
不
可
能
な
も
の
は
、
前

節
で
言
及
し
た
不
可
能
な
も
の
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
決
断
が
出
来
事
で
あ
る
た

め
の
条
件
と
し
て
、
決
断
不
可
能
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
決
断
お
よ
び
決
断
不
可
能
性
は
、
主
体

的
な
決
断
、
な
い
し
主
体
が
決
断
で
き
な
い
無
能
力
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
（cf.F

L
 55/60

）。
と
い
う
の
も
、
決
断
が
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
場
合
は
、

決
断
す
る
さ
い
に
も
主
体
は
そ
の
確
固
た
る
同
一
性
を
保
っ
た
ま
ま
で
、
決
断
は
主

体
に
と
っ
て
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
来
事

と
し
て
の
決
断
と
は
、
主
体
に
と
っ
て
は
受
動
的
・
無
意
識
的
な
次
元
を
含
む
も
の

で
あ
っ
て
、決
断
と
は
主
体
で
は
な
い
も
の
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
、い
わ
ば
「
他

な
る
も
の
の
決
断
」（D

E
 102

）
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
決
断
不
可
能
な
も
の
に
お
け
る
、
あ
る
種
の
「
義
務
」

の
契
機
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
決
断
不
可
能
な
も
の
の
経
験
と
は
、「
計
算
可

能
な
も
の
や
規
則
の
次
元
に
は
な
じ
ま
ず
、
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
り
な
が
ら
も
、
法

権
利
や
規
則
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
不
可
能
な
決
断
へ
と
お
の
れ
を
没
頭
さ
せ
ね
ば

0

0

な
ら
な
い

0

0

0

0

（doit

）
も
の
」（F

L
 53/59

）
の
経
験
だ
と
い
う
。
こ
の
「
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
義
務
の
契
機
は
、「
あ
る
無
限
の
「
正
義
の
理
念
」」（F

L
 55/63

）
に
由
来
す

る
。
そ
れ
が
次
の
ア
ポ
リ
ア
で
論
じ
ら
れ
る
。

第
三
の
ア
ポ
リ
ア
は
、「
知
の
地
平
を
遮
断
す
る
切
迫
性
」（F

L
 57/66

）
で
あ
る
。

地
平
は
「
待
ち
望
む
」
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
正
義
は
（
…
）
待
っ
て
は
く
れ
な

い
」（F

L
 57/66

）。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、決
断
は
有
限
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
正

義
に
か
な
う
決
断
は
、
即
座
に

0

0

0

、
そ
の
場
で
、
で
き
る
だ
け
す
ば
や
く
な
す
こ
と
を

常
に
要
求
さ
れ
る
」（F

L
 57/66

）。
こ
れ
は
「
正
義
の
構
造
的
な
性
急
さ
」（F

L
 61/70

）

で
あ
る
。
前
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
出
来
事
は
地
平
を
超
え
て
到
来
す
る
の
で
、

そ
れ
を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。「
切
迫
性
」
と
は
、決
断
の
出
来
事
が
す
ぐ
さ
ま
到

来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
命
令
や
義
務
を
意
味
す
る
。「
正
義
」
は
、
そ
の

よ
う
な
到
来
を
義
務
な
い
し
命
令
と
し
て
課
す
役
割
を
果
た
す
も
の
と
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
ア
ポ
リ
ア
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
の
は
、
デ
リ
ダ
に
お
け
る
正
義
の

次
の
よ
う
な
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
正
義
と
は
、
規
則
に
従
い
つ
つ
規
則
を
中
断

す
る
よ
う
な
決
断
、
す
な
わ
ち
決
断
不
可
能
な
も
の
を
含
む
出
来
事
と
し
て
の
決
断

へ
の
、
切
迫
し
た
命
令
な
の
で
あ
る
。
正
義
は
、『
法
の
力
』
で
は
裁
判
官
が
判
決
を

下
す
事
例
の
よ
う
な
決
断
に
即
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
決
断
と
い
う
も
の
は
、
わ

れ
わ
れ
の
経
験
に
お
い
て
つ
ね
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う

―
何
か
が
起
こ

る
と
き
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
（
主
体
的
で
な
い
意
味
で
の
）
決
断
・
決
定
が
な
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う

―
。
こ
の
よ
う
な
、
決
断
の
出
来
事
性
を
要
求
す
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る
正
義
は
、
前
節
で
見
た
意
味
で
の
非
現
前
的
な
未
来
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
リ
ダ
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
正
義
に
は
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
未

来
が
あ
る
の
だ
」（F

L
 60/70~71

）。
こ
の
未
来
の
あ
り
方
の
違
い
を
考
え
る
こ
と
で
、

本
稿
の
課
題
で
あ
る
、
目
的
論
的
な
理
念
と
「
正
義
の
理
念
」
と
の
関
係
性
が
浮
き

彫
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
目
的
論
的
な
理
念
は
、
現
在
の
地
平
的
な
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
た
現

前
的
な
未
来
の
中
に
テ
ロ
ス
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
テ
ロ
ス
へ
の
到
達
が
現
在

の
義
務
と
し
て
課
さ
れ
、
そ
の
た
め
現
在
は
、
可
能
的
・
潜
在
的
に
そ
の
課
題
の
実

現
を
担
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
論
的
な
理
念
に
も
と
づ
い

て
考
え
ら
れ
る
歴
史
は
、
デ
リ
ダ
が
「
現
前
の
歴
史
は
閉
じ
て
い
る
」（V
P

 115/229

）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
非
現
前
的
な
未
来
に
対
し
て
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
の
出
来
事
の
思
考
が
構
想
す
る

歴
史
は
、出
来
事
に
よ
る
中
断
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
歴
史
で
あ
る
。『
法
の
力
』
の

議
論
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
、
決
断
の
出
来
事
と
は
ま
さ
に
、「
歴
史
の
通
常
の
流

れ
」
を
中
断
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
を
つ
く
り
だ
す
決
断
で
あ
る
。
そ
し
て
出
来

事
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
非
現
前
的
な
未
来
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ

リ
ダ
は
、
正
義
を
未
来
、
出
来
事
な
ら
び
に
歴
史
と
関
係
づ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
正
義
の
た
め
の
未
来
が
何
か
し
ら
存
在
す
る
し
、ま
た
何
か
し
ら
の
正
義
が
存

在
す
る
の
は
、あ
る
程
度
の
出
来
事
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
の
こ
と
だ
。

あ
る
程
度
の
出
来
事
と
は
つ
ま
り
、
計
算
を
超
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
や
プ

ロ
グ
ラ
ム
や
予
測
等
々
を
こ
と
ご
と
く
超
出
す
る
よ
う
な
、
出
来
事
と
言
う
に

ふ
さ
わ
し
い
出
来
事
で
あ
る
。
正
義
と
は
、
絶
対
的
な
他
性
の
経
験
で
あ
る
以

上
、
現
前
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
出
来
事
の

チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
な
る
も
の
の
条
件
で
あ
る
。」（F

L
 61/71f.

）

正
義
と
は
、
出
来
事
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
歴
史
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ

れ
が
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
正
義
と
出
来
事
と
の
関
係
お
よ
び
歴
史
と
の
関
係
を
言
い

表
す
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
的
な
「
正
義
の
理
念
」
は
、
テ
ロ
ス
と
は
ま
っ
た
く
異

質
な
、
非
現
前
的
な
未
来
と
の
関
係
を
開
く
こ
と
を
命
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る⑦
。

こ
の
点
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
、「
脱
構
築
は
正
義
で
あ
る
」
と
い
う
定
式
を
次
の

よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
は
形
而
上
学
的
な
歴
史
概
念
の
脱

構
築
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
別
の
し
か
た
で
思
考
す
る
の
だ
が
、
そ
の
歴
史
の
た
め
の

条
件
を
な
す
の
が
、
正
義
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
思
考
す
る
脱

構
築
自
体
が
出
来
事
と
な
る
た
め
に
、こ
の
正
義
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
脱
構
築
は
、
こ
の
正
義
を
必
要
と
し
、
こ
の
正
義
の
命
令
に
応
答
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
正
義
の
理
念
は
、
脱
構
築

と
い
う
出
来
事
そ
れ
自
体
が
起
こ
る
条
件
で
も
あ
り
、
歴
史
の
別
の
思
考
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
、
ま
さ
に
脱
構
築
を
動
機
づ
け
る
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
だ
、
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
正
義
の
理
念
は
、
テ
ロ
ス
と
は
異
な
る
「
未
来
」
か
ら

脱
構
築
の
出
来
事
を
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
本
稿
は
、
デ
リ
ダ
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
別
の
思
考
と
い
う
根
本
的
な
モ

チ
ー
フ
の
視
点
か
ら
、「
正
義
の
理
念
」
へ
と
接
近
し
て
き
た
。
結
論
的
に
は
現
前
的

な
未
来
と
非
現
前
的
な
未
来
と
の
区
別
に
し
た
が
っ
て
、
目
的
論
的
な
理
念
と
「
正

義
の
理
念
」
と
の
対
比
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
対
比
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
デ
リ
ダ
の
歴
史
‐
出
来
事
‐
正
義
の
思
考
が
も
た
ら
す
も
の
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
後
に
一
点
だ

け
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

出
来
事
に
よ
る
歴
史
は
目
的
論
的
な
歴
史
と
の
断
絶
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
デ
リ
ダ
的
な
歴
史
は
、
無
目
的
で
無
方
向
な
非
連
続
体
で
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
テ
ロ
ス
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
脱
構
築
的
に
思
考

さ
れ
る
歴
史
は
、
あ
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
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し
、
ま
た
ど
こ
か
へ
「
向
か
う
」
と
い
う
言
い
方
す
ら
当
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
デ
リ
ダ
の
あ
る
発
言
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
デ
リ
ダ
は
、「
私
は
歴
史
性
を
信
じ
て
い
る
、
法
の
無
限
の
完
成
可
能
性
を
信
じ

て
い
る⑧
」
と
述
べ
、
ま
た
自
ら
が
「
進
歩
主
義
者
」（D

 100/122

）
だ
と
述
べ
る
。
一

見
す
る
と
、
こ
れ
は
よ
り
良
い
方
向
へ
と
進
む
こ
と
を
肯
定
す
る
目
的
論
的
な
考
え

だ
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。

し
か
し
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
、
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
に
お
い
て

未
来
は
、
必
ず
し
も
「
よ
り
良
い
」
も
の
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
未
来
は
よ

り
悪
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
何
が
到
来
す
る
か
は
文
字
通
り
計
り
知
れ
な
い

―
計
算
不
可
能
、
認
識
不
可
能
で
あ
る
。
改
善
の
チ
ャ
ン
ス
と
と
も
に
、
改
悪
の

危
険
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
リ
ダ
は
、
た
と
え
ば
人
権
や
歓
待
や
民
主
主
義
の
概

念
に
は
、
完
成
可
能
性
と
同
時
に
倒
錯
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
歴
史
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
い
か
な
る

も
の
が
到
来
す
る
と
し
て
も
、
未
来
へ
の
関
係
を
閉
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、

ま
た
閉
じ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
、
正
義
と
い
う
語
で
デ
リ
ダ
は
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
正
義
は
善
の
到
来
で
は
な
い
。
正
義
が
命
令
す
る
の
は
、
善
悪
を
超
え
て
、

到
来
す
る
も
の
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
肯
定
な
の
で
あ
る
。
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思
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時
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読
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手
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。
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前
期
の

デ
リ
ダ
で
は
目
的
論
と
終
末
論
の
区
別
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、『
マ
ル
ク
ス
の
亡

霊
た
ち
』で
は
目
的
論
と
終
末
論
と
が
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き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
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目
的
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史
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