
〔歴
史
随
想
〕

「世
紀
末
」
に
寄
せ
て

社
会
的
時
間
と
人
類
史
認
識

こ
の
と
こ
ろ
巻
で
回
の
端
に
の
ぼ
り
、
ま
た
紙
面
や
画
面
に
踊
る

言
葉
に
、
「世
紀
末
」
な
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
さ
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
が
居
る
わ
け
で
も
な
い
日
本
社
会
で
、
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
を
主

題
と
し
た
書
物
が
、
結
構
、
出
版
界
で
幅
を
効
か
せ
、
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
か
何
や
ら
そ
れ
ら
し
き
も
の
を
依
り
所
と
頼
む
オ
ウ
ム
員
理
教

が
、
西
暦
を
基
準
に
人
類
文
明
の
危
機
を
説
き
、
こ
れ
が
予
想
外
の

人
々
の
帰
依
を
引
き
出
し
、
世
間
な
ら
び
に
社
会
を
震
憾
さ
せ
た
の

は
、
つ
い
先
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

世
紀
末
と
い
う
表
現
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
今
世
紀
た
る
三

十
世
紀
の
み
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
前
世
紀
十
九
世
紀
に
お
い

て
も
、
か
ま
び
す
し
く
語
ら
れ
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
影
響
下

藤

田
一　
貞

一
郎

に
あ
る
、
わ
け
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
人
心
に
は
、
そ
の
思
想
と

行
動
の
面
で
、
そ
の
痕
跡
が
鮮
や
か
で
あ
る
。
「世
紀
末
思
想
が
満

面
開
化
し
た
ウ
ィ
ー
ン
で
は
、
若
い
ド
イ
ツ
人
の
世
代
で
あ
っ
た

ヘ

ル
マ
ン

・
バ
ー
ル
が
、
育
ち

つ
つ
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
も
の

の
、
新
し
い
見
方
を
紹
介
し
て
い
た
」
と
す
る
表
現
が
成
り
立
つ
の

も
故
な
し
と
し
な
い
。

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
る
に
、
日
本
社
会
を
含
め
て
、
地
球
上
に

現
存
す
る
非
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
つ
い
て
も
同
じ
く
、
果
し
て
世
紀

末
な
る
こ
と
ば
で
も
っ
て
、
人
類
史
の
思
想
と
行
動
を
説
明
し
得
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
ま
た
、
説
明
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

言
う
迄
も
な
い
こ
と
だ
が
、
我
々
人
類
社
会
は
、
現
在
、
通
例
二



種
の
時
間
概
念
の
下
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
地
球
の
自

転
を
基
準
に
し
た

一
日
は
二
十
四
時
間
と
い
う
物
理
的
時
間
で
あ

り
、
こ
れ
は
国
家

・
民
族

。
文
明
の
如
何
を
問
わ
ず
共
通
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
の
時
間
概
念
で
あ
る
社
会
的
時
間

―
―
暦
制
が
こ
れ
に
当
る
―
―
は
、
決
し
て
共
通
で
は
な
い
。
地
球

上
の
人
類
社
会
に
は
数
々
の
社
会
的
時
間
が
時
を
刻
ん
で
い
る
の
で

あ
り
、
世
紀
末
思
想
は
西
暦
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
社
会
的

時
間
概
念
を
前
提
す
る
時
に
の
み
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
西

暦
以
外
に
、
皇
紀

・
民
国
暦

・
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
な
ど
様
々
な
社
会
的

時
間
が
存
在
す
る
。

皇
紀
は
神
武
天
皇
即
位
の
年
を
元
年
と
し
て
起
算
す
る
も
の
で
あ

る
。
昭
和
十
五
年

（西
暦

一
九
四
〇
年
）
が
皇
紀
二
六
〇
〇
年
に
当

る
と
い
う
こ
と
で
、
「金
鶏
輝
や
く
日
本
の
、
栄
あ
る
光
、
身
に
受

け
て
、
今
こ
そ
祝
え
こ
の
朝
、
紀
元
は
二
千
六
百
年
」
と
の
言
祝
歌

が
、
声
も
高
ら
か
に
全
国
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
た
こ
と
を
、
私
は
今
、

子
供
心
と
と
も
に
鮮
や
か
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
―
―
日
本
の

社
会
的
時
間
概
念
の
特
徴
は
、
こ
の
皇
紀
と
並
ん
で
元
号
制
度
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
現
代
日
本
の
通
念
と
な

っ
て
い
る

一
世

一

元
制
は
、
た
か
だ
か
明
治
元
年
九
月
八
日
の
詔
で
定
め
ら
れ
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
中
国
文
明
か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
る

と
し
て
差
し
支
え
な

い
。
が
、
「明
治
人
間
」
「大
正
デ

モ
ク
ラ

シ
ー
」
「昭
和

一
ケ
タ
世
代
」
な
ど
と
い
う
観
念
を
生
み
出
す
こ
と

に
な
り
、
近
代
天
皇
制
の
日
本
社
会

へ
の

一
体
化
に
果
し
た
役
割

は
、
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
明
治
元
年
九

月
八
日
の
詔
の
意
義
に
は
、
も

っ
と
関
心
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
閑
話
休
題
―
―
。

中
華
民
国
暦
は
現
在
、
台
湾
に
所
在
す
る
中
華
民
国
が
、
辛
亥
革

命
の
翌
年
か
ら
起
算
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
た
ま
た
ま
私
の

手
元
に
あ
る

「農
産
品
批
嚢
市
場
管
理
排
法
」
に
は
、
行
政
院
が

「中
華
民
國
七
十

一
年
九
月

一
日
施
行
」
と
、
記
し
て
い
る
。
西
暦

で
は

一
九
八
二
年
に
当
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
暦
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
メ
デ
イ
ナ
聖
遷
か
ら

起
算
す
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
二
十

一
世
紀
の
幕
明
け
を
間
近

か
に
控
え
た
世
紀
末
の
西
暦

一
九
九
八
年
は
、　
一
四

一
九
年
に
当

り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
の
時
間
概
念
か
ら
す
る
と
、
世
紀
末
な
る
こ

と
ば
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
無
縁
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
に
述
べ
た
如
く
、
人
類
史
の
現
状
に
お
い
て
、
様
々
な
社
会
的

時
間
が
厳
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
間
類
型
の
数
だ
け
の
文

明
な
い
し
は
社
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
由
緒
な
り
正
当
性
な
り
を
主
張

し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
人
類
史
そ
の
も
の
は

一
〇
〇
万
年
余
り
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以
前
に
起
点
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
地
球
上
の
各
地
で
文
明
な

い
し
は
社
会
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
数
多
く
の
社
会
的
時

間
が
時
を
刻
み
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
社
会
的
時
間
の

う
ち
で
、
今
日
生
命
を
な
お
永
ら
え
て
い
る
の
が
、
既
に
あ
げ
た
西

暦

・
皇
紀

。
民
国
暦

。
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
な
ど
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

物
理
的
時
間
に
つ
い
て
は
共
通
理
解
が
成
立
し
て
い
る
が
、
社
会
的

時
間
に
つ
い
て
は
、
未
だ
し
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
従

っ
て
、
世
紀

末
な
る
こ
と
ば
で
も
っ
て
、
全
て
の
人
類
史
の
思
想
と
行
動
を
説
明

す
る
に
は
、
明
ら
か
に
限
界
が
あ
る
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
西
暦
の
生
命
力
に
は
、
今
日
極
め
て
強
靱
な

も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
世
紀
末
と
い
う
こ
と
ば
に
、
何
も
の
か
実
体

が
あ
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
、
時
に
人
々
に
与
え
る
こ
と
が
あ
る
の

は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
の
誕
生
時
を
紀
元
と
す
る
西
暦
に

は
、
実
際
は
イ
エ
ス
の
誕
生
は
西
暦
紀
元
前
四
年
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
を
誤
算
し
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
推

測
で
き
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
由
緒
な
い
し
は
正
当
性
を

主
張
す
る
勢
力
が
力
を
増
す
に
つ
れ
て
、
西
暦
と
い
う
社
会
的
時
間

が
後
年
に
な

っ
て
観
念
の
産
物
と
し
て
登
場
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
人
類
社
会
に
共
通
の
社
会
的
時
間
と
し
て
、
い
ず
れ

環
境
暦
―
―
と
仮
に
名
付
け
て
お
く
が
―
―
と
い
う
暦
制
の
採
用
さ

れ
る
日
が
来
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
地
球
温
暖
化

現
象
を
は
じ
め
、
わ
れ
わ
れ
人
類
生
存
の
母
体
で
あ
る
地
球
を
め
ぐ

る
環
境
の
現
状
は
、
数
々
の
文
明
あ
る
い
は
社
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
由
緒
や
正
当
性
を
、
後
生
大
事
に
ふ
り
か
ざ
し
て
、
自
己
主
張
を

ぶ
つ
け
合
う
と
い
う
時
間
と
空
間
を
許
さ
ぬ
段
階
に
近
づ
き
つ
つ
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
環
境
元
年
は
、
国
連
主
催
の
も
と
、
リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
で
世
界
環
境
会
議
＝
地
球
サ
ミ
ッ
ト
の
開
か
れ
た
西
暦

一
九

九
二
年
が
、
振
り
返
り
見
て
当
て
ら
れ
る
こ
と
も
十
分
予
想
で
き

Ｚり
。そ

れ
に
し
て
も
、
西
暦
が
人
類
史
の
現
段
階
で
、
社
会
的
時
間
と

し
て
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
コ
ロ
ン
プ
ス
の
新
大
陸
発
見
に
端
を
発
す
る
大

航
海
時
代
以
後
、
地
球
上
の
各
地
に
進
出
し
、
十
九
世
紀
後
半
以
後

に
成
立
す
る
世
界
資
本
主
義
体
制
を
担
い
、
人
類
全
体
の
生
存
様
式

に
圧
倒
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
人
の
、
社

会
的
時
間
が
、
他
で
も
な
い
西
暦
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

地
球
上
に
現
存
す
る
非
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
つ
い
て
も
、
世
紀
末
思

想
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
と
行
動
の
時
間
上
の
整
理
基

準
と
し
て
、
西
暦
が
、
現
に
使
用
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
こ
と
は
、
い

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
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か
か
る
非
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
日
本
社
会

は
、
明
治
期
以
後
は
お
お
む
ね
、
西
暦
を
社
会
的
時
間
と
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
白
人
の
キ
リ
ス
ト
教
文
明
に
、
け
な
げ
な
ほ
ど
ま
で
に
素
直

と
い
う
べ
き
か
抵
抗
感
が
少
な
い
と
い
う
べ
き
か
、
い
わ
ば
そ
う
い

う
側
面
を
有
す
る
こ
と
を
も

っ
て
特
徴
と
す
る
と
し
て
良
い
と
思
わ

れ
る
。
冒
頭
に
あ
げ
た
事
例
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
西
洋
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
の
演
奏
家
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
教
育
機
関
と
い
っ
た
も

の
が
、
ま
こ
と
に
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
納
得
で
き

る
筈
で
あ
る
。
他
の
社
会
、
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
教
社
会
と
比
べ

て
見
る
と
、
そ
の
特
徴
は
い
よ
い
よ
鮮
明
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
圏

に
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
存
在
す
る
こ
と
を
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
の

は
、
私
の
短
見
の
な
せ
る
技
で
も
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
、
バ
ッ
ハ
の

教
会
音
楽
あ
る
い
は
ぎ
た
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の

「
ア
ヴ

エ
・
マ
リ
ア
」

が
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
演
奏
さ
れ
、
人
々
が
そ
れ
に
聞
き
ほ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
事
の
善
悪
を
問
う
て
い
る

の
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
が
、
幕
末

開
港
後
の
日
本
社
会
が
、
ひ
た
す
ら
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
欧
米
社
会

を
目
標
と
し
て
、
新
た
な
社
会
建
設
の
道
を
歩
ん
で
来
て
い
る
こ
と

に
あ
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
精
神
面
の
展
開
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
福
澤
諭
吉
の

「文
明
論
之
概
略
』
が
、
イ
ス

ラ
ー
ム
認
識
を
全
く
欠
除
し
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
象
徴
的
と

い
っ
て
良

い
。

か
か
る
キ
リ
ス
ト
教
文
明

へ
の
抵
抗
感
と
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
、
こ

の
両
者
の
欠
除
に
極
め
て
深
い
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
日

本
社
会
に
お
け
る
周
知
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
受
容
史

で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
回
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
世
界

エ
ド
ワ
ー
ド

・
Ｗ

・
サ
イ
ー
ド
は
近
著

『文
化
と
帝
国
主
義
』
の

中
で
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
は
、
遠
方
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地

域
の
島
に
領
地
を
創
出
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
。
或
い
は
大
植

民
地
帝
国
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
な
る
十
六

。
七
世
紀
の
冒
険
航
海

談
議
に
直
結
す
る
海
外
進
出
主
義
か
ら
、
明
ら
か
に
設
定
さ
れ
た
人

物
像
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
百
及
を
除
く
と
こ
れ

ま
で
、
ダ

ニ
エ
ル

・
デ
フ
ォ
ー
の
こ
の
物
語
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
社

会
で
は

一
度
と
し
て
、
そ
の
地
域
の
言
語
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
物
語
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
白
人
の
海
外
旅
行
談
議
の
趣
を
備
え
て
い
て
、
お
よ
そ

イ
ス
ラ
ー
ム
教
社
会
の
人
々
の
関
心
を
喚
起
す
る
と
い
っ
た
内
容
の
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も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
物
語
を
、
日
本
社
会
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
人
流
に
受
容

し
、
い
つ
く
し
ん
で
来
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「ダ

ニ
エ
ル
ム
ア
フ
オ
ー
の
小
説

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
◆
ク
ル
ー
ソ
ー
』

は
、
孤
独
な
難
破
者
が
、
漂
着
し
た
無
人
島
を
い
か
に
し
て
幸
福
な

我
が
家
に
し
た
か
を
語

っ
た
物
語
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
Ｍ
。グ
リ
ー
ン

の
著
書
の
冒
頭
の

一
節
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
安
政
四
年

（
一
八
五

七
）
に
横
山
由
清
の
訳
に
な
る

『魯
敏
遜
漂
行
紀
略
』
に
よ

っ
て
世

に
知
ら
れ
る
に
至

っ
て
以
来
、
も
っ
ぱ
ら
右
の

一
節
と
相
似
た
受
け

取
り
方
が
通
念
と
な

っ
て
い
る
。
少
年
少
女
向
け
の
翻
訳
か
ら
始

ま
っ
て
数
々
の
成
人
向
け
の
も
の
も
こ
の
通
念
に
従
っ
て
い
る
と
し

て
差
し
支
え
な
い
。
例
え
ば
、
新
潮
文
庫
に
は
吉
田
健

一
訳
の
も
の

が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
』
貧

九
五

一
年
）

と
い
う
表
題
の

一
冊
本
で
あ
り
、
完
全
に
右
の
通
念
に
立
つ
訳
業
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
岩
波
文
庫
に
は
平
井
正
穂
訳
の
も
の
が
収
め

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
上

。
下
三
冊
本
の
訳
業
で
、
上
は

『
ロ
ビ

ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
涯
と
冒
険
』
２

九
六
七
年
）
―
―
す
な

わ
ち
第

一
部
―
―
、
下
は

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
そ
の
後

の
冒
険
』
貧

九
七

一
年
）
―
―
す
な
わ
ち
第
二
部
―
―
と
な

っ
て
い

２つ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
通
念
が
見
逃
し
て
い
る
重
要
な
事
実
、
そ

れ
は
、
元
来
ダ

ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー

（
一
一全
ハ
○
？
～

一
七
三
こ

の

著
わ
し
た
こ
の
物
語
は
、
二
部
か
ら
成
り
立
つ
著
作
物
で
あ
り
、
第

一
部
は

一
七

一
九
年
四
月
、
第
二
部
は
同
年
八
月
、
第
二
部

『
ロ
ビ

ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
反
省
録
』
が
翌
年
に
出
版
さ
れ
て
い
て
、
さ

ら
に
第
二
部
の
序
文
の
冒
頭
で
、
二
部
は

一
部
と
二
部
の
所
産
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、　
一
部
と
二
部
が
む
し
ろ
二
部
の
所
産
で
あ

る
と
し
て
よ
い
。
こ
の
物
語
は
寓
話
め
い
て
い
る
が
、
実
際
の
歴
史

物
語
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
い
う
も
の
か
通
念
の
世
界
か
ら
は
こ
の

点
が
脱
け
落
ち
て
し
ま
い
、
先
に
引
用
し
た
Ｍ

・
グ
リ
ー
ン
流
の
解

釈
と
か
、
「孤
島
に
お
け
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
思
考
と
行
動
の
様
式
が

示
し
て
い
る
人
間
類
型
は
」
、
「近
代
の
合
理
的
な
産
業
経
営
を
可
能

に
す
る
よ
う
な
経
営
者
と
労
働
者
、
そ
う
い
う
二
つ
の
資
質
が

一
つ

に
結
び

つ
い
て
共
存
し
て
い
る
」
姿
で
あ
る
と
か
、
「経
済
学
の
前

提
と
な

っ
て
い
る
人
間
類
型
、
つ
ま
り

「経
済
人
」
と
い
う
も
の
が

そ
も
そ
も
ロ
ビ
ン
ソ
ン
的
人
間
類
型
か
ら
由
来
」
す
る
、
と
い
う
よ

う
な
受
け
取
り
方
に
な

っ
て
い
る
の
が
、
日
本
に
お
い
て
も
通
例
で

あ
る
。
こ
の
常
識
と
い
う
か
、
は
た
ま
た
思
い
込
み
と
い
う
べ
き

か
、
そ
の
思
考
の
枠
組
み
に
は
ま
こ
と
に
強
固
な
も
の
が
あ
り
、
第
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二
部
を
も
読
み
通
し
た
筈
の
平
井
正
穂
の
解
説
を
読
め
ば
、
そ
れ
が

よ
く
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
通
念
が
成
立
し
た
理
由
と
し
て
は
、
例

え
ば

マ
ル
ク
ス
が

『資
本
論
』
の
第

一
部
第

一
篇
第

一
章
で
、
「経

済
学
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
を
好
む
か
ら
、
ま
ず

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
島
の

生
活
を
見
よ
う
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
学
の
視
角
か
ら
こ

の
物
語
の
主
題
と
合
意
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
こ
と
が
、
ひ
と
つ
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
今
日
の
通
念

・
常
識
は
い
か
に
も
あ
れ
、
第
二
部
の
序

文
の
冒
頭
の
発
言
が
あ
る
か
ら
に
は
、
彼
の
意
図
に
従

っ
た
読
み
解

き
方
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
人
類
社
会
の
世
界

状
況
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
占
め
た
位
置
を
念
頭
に
し
な
が

ら
、
歴
史
学
の
視
角
か
ら
読
み
解
く
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
見
え
て
来
る
の
が
、
次
に
略
述
す
る
物
語
と
主
題
な
の

で
あ
る
。

ロ
ー
マ
帝
国
の
文
明
＝
世
界
が
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
地
中
海
進
出

に
よ
っ
て
、
完
全
に
崩
壊
し
た
あ
と
、
ュ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
西
端
に

久
し
く
腸
晴
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
人
の
社
会
は
、　
一
四
九
二
年

の
コ
ロ
ン
プ
ス
の
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
発
見
、　
一
四
九
八
年
の
ヴ
ア
ス

コ
・
ダ

・
ガ
マ
に
よ
る
イ
ン
ド
航
路
発
見
を
機
に
大
航
海
時
代
に
入

り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
優
位
の
人
類
史

２
扉
を
開
く
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
今
日
に
迄
い
た
る
。

全
篇
、　
一
七
世
紀
中
葉
か
ら

一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
年
次
を

明
示
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
物
語
の
第

一
部
は
、
ア
メ
リ
カ
新
大

陸
の
発
見
に
よ
り
成
立
す
る
環
大
西
洋
三
角
貿
易
の
仕
組
み
の
中
で

活
躍
し
致
富
す
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
を
描
い
て
お
り
、
そ
う
し
て
手
に
入

れ
た
莫
大
な
資
金
で
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ド
州
に
農
園
を
買
い
、
世
界
の

遠
い
地
域
と
の
交
渉
を
絶
ち
、
三

種
の
天
上
の
生
活
を
お
く
る
」
、

い
わ
ゆ
る
カ
ン
ト
リ
ー

・
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
中
流
の
生
活
に
到
達

す
る
ま
で
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
部
の
冒
頭
部
分
で
、
こ
の
理

想
の
中
流
の
生
活
が
簡
潔
に
要
約
さ
れ
た
あ
と
、

ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
甥

の
す
す
め
も
あ

っ
て
再
び
冒
険
の
生
涯
を
送
る
こ
と
に
な
る
が
、
今

度
は
ア
フ
リ
カ
南
端
を
ま
わ

っ
て
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド
に
至
り
、
そ
こ

で
ア
ジ
ア
前
近
代
貿
易
の
仕
組
み
の
中
に
新
規
参
入
し
て
中
継
貿
易

で
活
躍
し
、
そ
の
の
ち
清
朝
の
中
国
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
ロ
シ
ア
と

い
っ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
地
を
横
断
し
て

一
〇
年
余
を
経
て
、　
一

七
〇
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
要
約
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
通
念
が
と
ら
え

る
超
歴
史
的

。
経
済
学
的
世
界
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て

な
い
。
第
二
部
の
序
文
冒
頭
の
表
現
に
あ
る
よ
う
に
、
実
際
の
歴
史

物
語
な
の
で
あ
り
、
主
題
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
主
人
公
に
し
て
ロ
ビ
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ン
ソ
ン
に
仮
託
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の
世
界
進
出
史
と
い
っ
て
い

い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、　
一
部
と
二
部
の
所
産
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面

一
部

と
二
部
の
歴
史
過
程
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
第
二
部
で
、
ダ

ニ
エ

ル
・
デ
フ
ォ
ー
は
い
か
な
る
反
省
録
を
記
し
て
い
る
の
か
。
注
目
す

べ
き
点
を
幾
つ
か
紹
介
し
て
、
こ
の
歴
史
随
想
を
閉
じ
る
こ
と
に
し

よ
う
。

平
井
正
穂
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
と
も
に
参
加

で
き
る
普
遍
的
な
教
会
を
構
想
す
る

「愛

（チ
ャ
リ
テ
ィ
）
と
い
う

理
念
に
、
デ
フ
ォ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
と
思
想
と
作
品
の
基
調
が
あ

る
」
と
、
解
説
に
記
し
て
形
而
上
の
世
界
に
そ
の
理
解
を
と
ど
め
て

い
る
が
、
そ
の
形
而
上
の
世
界
の
と
ら
え
方
自
体
に
深
み
が
欠
け
て

い
る
。

と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
、

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
口
を

借
り
て

『反
省
録
』
で
語
る
。
こ
の
愛
し
き
我
が
身
こ
そ
が
生
の
目

的

で
あ
り

（一
天

―
ジ
）
、
神

に
つ
い
て
の
瞑
想

に
必
要
な

「精
神

の
落
着
き
は
、
修
道
士
く
さ
い
独
居
房
や
無
理
強
い
さ
れ
た
隠
棲
で

よ
り
も
、
日
常
生
活
の
場
で
の
方
が
、
は
る
か
に
楽
し
く
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
」
（七
ペ
ー
ジ
）。
「
人
類

に
至
福
を
も
た
ら
す
唯

一
の
心
の
安
ら
ぎ
は
、
徳
と
正
義

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
（六
九

ペ
ー
ジ
）。
が
、
現
世
は
無
神
論
と
反
無
神
論
の
併
存
す
る
所
で
も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「我
々
は
か
く
も
ひ
ど
い
不
信
心
が
は
び
こ
り

す
ぎ
て
い
る
時
代
に
生
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
信
仰
心
が
確
言
さ

れ
、
神
の
御
名
が
認
め
ら
れ
か
つ
敬
わ
れ
る
所
で
生
き
て
い
る
」

（八
九
ぺ
Ｌ
ジ
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「世
界
の
大
部
分
、
想
像
を

越
え
る
は
る
か
に
広
い
地
域
が
、
人
性
の
最
低
の
退
廃
、
し
か
り
野

蕃
生
活
に
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
生
の
主
た
る
目

的
は
単
に
飲
み
食

い
す
る
こ
と
に
の
み
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

（
一
〇
七
ペ
ー
ジ
）。
と
こ
ろ
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
い
え
ば
、
ヨ

方
で
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
読
し
、
他
方
で
洗
浄
を
す
る
の
が
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
宗
教
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
、
話
す
こ
と
と
い

え
ば
、
蕃
性
と
野
蕃
な
慣
行
で
、
も
ち
切
り
で
あ
る
」
貧

一
二

ペ
ー
ジ
）。
私
は
迷
信
と
非
キ
リ
ス
ト
者
の
考
え
る
霊
魂
の
世
界
観

を
忌
避
す
る
が
、
神
の
摂
理

Ｑ
【？
】８
君
ｅ

の
見
え
ぎ
る
手
は
信

じ
る

（
一
昼
一天

―
ジ
）。
し
か
し
、
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
地
球
全

面
征
覇
を
無
理
に
望
む
も
の
で
は
な

い

（二
〇
七
ペ
ー
ジ
）。
「私

は
、
宗
教
は
剣
に
よ

っ
て
拡
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、

さ
ほ
ど
持

っ
て
い
な
い
」
含
三

七
ペ
ー
ジ
）。
「
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、
人
を
処
罰
し
た
り
迫
害
し
た
り
す
る
考
え
方

は
、
あ
ま
り
持
た
な
い
」
含
〓
〓
天

―
ジ
）。
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に



全
世
界
が
従
う
日
は
近

い
と
い
う
人
も
い
る
が
、
「私
は
、
こ
れ
ま

で
の
旅
と
啓
示
の
中
で
さ
よ
う
な
こ
と
を
見
聞
し
な
か
っ
た
し
、

否
、
た
だ
の
一
語
も
耳
に
し
て
い
な
い
」
含
〓
一五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う

一
節
で
、
「反
省
録
」
を
ひ
と
ま
ず
閉
じ
て
い
る
。

「
天
使

の
世
界
の
光
景
」
で
は
、
使
徒
で
さ
え
も
と
は
無
知

で

あ

っ
た

（二
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
記
し
、
人
類
の
住
む
世
界
が
い
か
に

小
さ
な
も
の
で
あ
る
か

（二
六

一
ペ
ー
ジ
）
に
触
れ
、
太
陽
系
に
つ

い
て
言
及
し
、
地
球
だ
け
が
生
存
可
能
だ
と
判
断
す
る

（一一六
三

～
一
一六
四
ペ
ー
ジ
）。
そ
し
て
、
「人
類
が
、
近
視
眼
の
生
物

で
あ

り
、
日
前
の
も
の
し
か
見
え
な
い
こ
と
こ
そ
幸
福
な
の
だ
」
含
一七

五
ペ
ー
ジ
）
と
い
い
、
神

６
８
）
も
悪
魔

ａ
Ｑ
じ

も
存
在
し
な

い
と
い
う
考
え
方
を
戒
め
、
常
識
の
重
要
性
を
強
調
し
た
上
で

（二

九
五
～
三

一
一
天

―
ジ
）、
ヨ

言
［
に
し
て
い
え
ば
、
全
て
こ
れ
ら
の

こ
と
は
、
私
ど
も
に
、
現
世
の
種
々
の
事
が
ら
に
聖
な
る
神
の
摂
理

の
偉
大
な
る
監
督
が
及
ん
で
い
る
こ
と
、
見
え
ざ
る
世
界
、
霊
魂
の

実
在
、
そ
れ
に
私
ど
も
と
そ
れ
ら
の
も
の
と
の
間
を
結
ぶ
認
識
能
力

と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
、
明
ら
か
な
現
存
を
確
信
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
」
曾
〓

四
ペ
ー
ジ
）
と
結
ん
で
い
る
。

「附
録
」
で
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
◆
セ
ル
カ
ー
ク
の
孤
島
で
の
生

活
記
録
―
―
こ
れ
が
有
名
な
第

一
部
の
資
料
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
と
こ
ろ
―
―
が
叙
述
さ
れ
る
が
、
最
後
の

一
節
は
こ
う
で
あ

る
。
「
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
人
間
の
物
語
は
、
そ
の
不
足
感
を
、
本
来

必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
人
間
が
、　
一
番
幸
福
な
の
で
あ
る
と
い
う

記
憶
す
べ
き

一
例
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
欲
望
を
増
加
さ
せ
る
人
間

は
、
そ
の
取
得
す
る
も
の
に
比
例
し
て
、
不
足
感
を
つ
の
ら
せ
る
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
自
ら
の
表
現
を
使
え
ば
、
″私

に
は
今

は
、
八
〇
〇
ポ
ン
ド
の
財
産
が
あ
る
が
、　
一
フ
ア
ー
ジ
ン
グ
の
財
産

も
な
か
っ
た
時
ほ
ど
の
幸
福
感
も
な
い
こ

（三
一
一八
ペ
ー
ジ
）。

以
上
、
略
説
し
た
と
こ
ろ
が
、
筆
者
が
読
み
取
る
、
も
う
ひ
と
つ

の
ロ
ビ
ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
世
界
で
あ
る
。
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ド
州

で
の
農
園
生
活
の
く
だ
り
で
、
ヨ
心徳
も
な
く
不
安
も
な
く
、
老
人

は
苦
を
、
若
者
は
惑
い
を
感
ぜ
ず
」
と
、
デ
フ
ォ
ー
は
記
し
て
い
る

が
、
こ
れ
が
、
彼
個
人
の
今
生
の
理
想
状
態
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
訴

え
た
か
っ
た
の
だ
と
、
私
は
解
す
る
。
が
、
個
々
人
の
思
い
と
社
会

全
体
の
動
き
は
決
し
て
同

一
で
は
な
い
、
こ
と
の
方
が
通
例
で
あ

る
。
人
類
史
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
展
開

し
て
来
て
い
る
。
十
七
世
紀
半
ば
以
降
、
イ
ン
ド
洋
貿
易
を
め
ぐ
る

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
新
し
い
進
出
に
よ
っ
て
、
既
存
の
イ
ス
ラ
ム

世
界
の
国
際
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
は
解
体
し
て
、
代

っ
て
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
軸
と
し
た
世
界
経
済
の
成
立
が
告
知
さ
れ
る
。
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ロ
ビ
ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
物
語
は
、
今
日
に
至
る
人
類
史
の

大
転
換
点
の
ひ
と
つ
を
舞
台
に
し
た
、
類
ま
れ
な
傑
作
と
、
私
に
は

思
え
て
な
ら
な
い
。
決
し
て
子
供
だ
ま
し
の
冒
険
諄
に
と
ど
ま
ら
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
冒
険
諄
に
矮
小
化
さ
せ
た
の
は
、

そ
の
後
に
勢
い
を
増
す
白
人
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
膨
張
的
帝
国
主
義

の
動
向
で
あ

っ
た
。
Ｍ
・グ
リ
ー
ン
は
い
う
。
「我
々
白
人
国
家
の
市

民
は
、
こ
の
物
語
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
の
を
好
ん
で
聴
き
た
が
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
物
語
は
我
々
の
心
奥
に
潜
在
す
る
欲
望
を
養

っ

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
は
、
我
々
の
文
化
的

エ
ン

ジ
ン
の
神
話
的
燃
料
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
。

我
々
日
本
社
会
の
人
間
が
問
題
と
す
べ
き
は
、
Ｍ

・
グ
リ
ー
ン
が

美
事
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
白
人
流
の
、　
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
理
解
に
、
何
故
我
々
は
安
住
し
て
来
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
近
、
日
本
社
会
に
も
、
通
説
と
異
る
理
解
の
仕
方
を
採
用
す
る

も
の
が
出
て
来
て
い
る
。
岩
尾
龍
太
郎

の

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
砦
」

翁
現
代
思
想
』
二
一
巻
二
号
、　
一
九
九
二
年
）、
正
木
恒
夫

『植
民
地

幻
想
―
―
イ
ギ
リ
ス
文
学
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
ー
』
（み
す
ず
書
房
、

一
九
九
五
年
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
が
、
三

種
の
幻
想
小
説
と
考

え
た
方
が
、
テ
ク
ス
ト
の
実
態
に
近
い
」
（後
者
の
九
八
ペ
ー
ジ
）
と

判
断
し
た
り
、
前
者
は

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
通
説
の
健
全
な
近
代
人

像
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
、
現
代

へ
と
通
底
し
て
ゆ
く
病
的
な
像
」

と
規
定
す
る
な
ど
、
全
く
筆
者
に
は
理
解
し
か
ね
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
は
、
年
次
を
明
示
し
た
、
寓
話
め
い
て
い
る
が
、
実
際

の
歴
史
物
語
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
デ
フ
ォ
ー
の
表
現
だ
け
で
な

く
、
全
二
部
構
成
の
意
味
を

一
体
全
体
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

王ヽ（１
）

本
山
美
彦

『
ノ
ミ
ス
マ

（貨
幣
）
―
―
社
会
制
御

の
思
想

―
―
』
（三
嶺
書
房
、　
一
九
九
二
年
）
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（２
）

日
本
式
で
い
う
と
、
農
産
物
卸
売
市
場
管
理
規
則
と
な
る
。

（３
）

「今
の
西
洋
の
文
明
は
、
羅
馬
の
滅
後
よ
り
今
日
に
至
る
ま

で
、
お
お
よ
そ

一
千
有
余
年
の
間
に
成
長
し
た
る
も
の
」
（九

ペ
ー
ジ
、
岩
波
文
庫
本
、　
一
九
九
五
年
）。
ズ
７
の
西
洋
の
文
明
は

羅
馬
滅
亡
の
時
を
初
と
す
」

（
一
九
二
ペ
ー
ジ
）。

「紀
元
千
零
九

十
六
年
、
十
字
軍
の
事
あ
り
。
こ
の
軍
は
欧
羅
巴
の
人
民
、
宗
教

の
た
め
に
力
を
合
し
て
小
亜
細
亜
の
地
を
征
伐
し
、
全
欧
羅
巴
洲

を
味
方
と
為
し
て
亜
細
亜
に
敵
し
た
る
こ
と
に
て
」
盆

九
九

ペ
ー
ジ
）
と
記
し
、
ピ
レ
ン
ヌ
・
テ
ー
ゼ
が
発
表
さ
れ
る
以
前
の

こ
と
で
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
は
関
心

外
に
あ
り
、
「東
方
文
明
」
含
一〇
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
表
現
を
使



う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（４
）
　
∽
”
【，

同
０
１
”
【０

♂́♂　
ＨΦ
Φ

，

０
●
Ｆ
」
【①
”
●
Ｏ

Ｈ８
ｏ
ｏ
■
”
】お
８
・

Ｚ
ｏ
ｌ
く
８
″
＞
∪
】く
●
ｏ
●
ａ

”
営
８
８

口
０
５
０
）
Ｆ
ｏ
も

凛
】も

ヽ
Ｏ
・

（５
）

余
り
強
力
な
証
拠
と
は
な
り
得
な
い
と
思
う
が
、
「雄
松
堂
新

春
古
書
在
庫
目
録
』
二
〇
三
号

（
一
九
九
六
年
）
に
は
、
『
ロ
ビ

ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
漂
流
記
』
の
各
種
異
版
集
成
と
し
て
二
〇

点
あ
が

っ
て
い
る
が
、
英
語
版
以
外
で
は
フ
ラ
ン
ス
語

。
オ
ラ
ン

ダ
語

。
ド
イ
ツ
語

。
ラ
テ
ン
語
の
各
語
版
の
み
で
あ
る
。

（６
）

そ
の
理
由
の

一
端
の
説
明
を
試
み
る
の
が
、
本
文
の
意
図
で
あ

る
。
よ
り
詳
し
く
は
、
拙
稿

「
も
う
ひ
と
つ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン

・
ク

ル
ー
ソ
ー
の
世
界
―
―
我
流
読
書
ノ
ー
ト
の
試
み
―
―
」
η
同
志

社
商
学
』
四
三
巻
四
号
、　
一
九
九
二
年
）
を
参
照
し
て
戴
け
る
な

ら
ば
幸
甚
で
あ
る
。

（７
）

岩
尾
龍
太
郎
訳

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
物
語
』
（み
す
ず

書
房
、　
一
九
九
二
年
）

一
ペ
ー
ジ
。

（８
）

∪
Φ
〔ｏ
ｐ
∪
”
●
お
ｒ
い
ヽ
い

，

∽
ｏ
『一ｏ
●
∽
”
ｏ
い】の
ｏ
一】Ｏ
●
∽
０
“
ユ
腰
四
けす
ｏ

【」
いΦ
”
●
０
∽
」
『ｏ
『】∽】●
ｍ
　
ヽ
ｒＯ
く
ｏ
●
一●
『Φ
∽　
Ｏ
い　
】″
Ｏ
σ
】●
∽Ｏ
●
一０
【“
∽
Ｏ
ｏ
・

′く
】け，
〓
』∽

ご́
∽【ｏ
●
Ｏ
ヽ
”す
ｏ
に′
●
”
ｏ
〓
ｏ
♂́、Ｏ
【】Ｑ
】
①
Ｑ
　
σ
く
（〕
Φ
Ｏ
【”
ｏ
」′
・

＞
【寿
ｏ

，
＞
〓
∽
「
『ｏ
”
¨
Ｚ
ｏ
■
く
ｏ
『ド

８
『
や
フ
オ

以
下
、
第
二

部
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
。
本
文
中
に
引
用
文
の
該

当

ペ
ー
ジ
を
示
す
。

（９
）

大
塚
久
雄

『社
会
科
学

に
お
け
る
人
間
』

（岩
波
書
店
、　
一
九

七
七
年
）
四
五
ペ
ー
ジ
。

（１０
）

右
同
書

上
ハ
七
ペ
ー
ジ
。

（Ｈ
）

家
島
彦

一
『イ
ス
ラ
ム
世
界
の
成
立
と
国
際
商
業
』
（岩
波
書

店

。
一
九
九

一
年
）
四
四

一
ペ
ー
ジ
。

（‐２
）

岩
尾
龍
太
郎
訳

。
前
掲
書
四
ペ
ー
ジ
。

（‐３
）

正
木
恒
夫
は
第

一
部
の
環
大
西
洋
三
角
貿
易
は
読
み
と
っ
て
い

る
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、
第
二
部
の
ア
ジ
ア
前
近
代
貿
易
が
視

野
に
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た

「第
二
部
を

一
応
の
ぞ
い
た
と
し
て

も
」
（九
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
表
現
も
あ
る
よ
う
に
、
二
部
構
成

の
意
味
と
第
二
部
の
内
容
が
十
分
理
解
で
き
て
い
な
い
と
、
批
判

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
一
九
九
八
年
二
月

一
日
）

（ふ
じ
た
　
て
い
い
ち
ろ
う
ｏ
同
志
社
大
学
教
授
）
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