
「
神
学
」
と
「
存
在
論
」

―
―
古
典
期
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
に
お
け
る
『
形
而
上
学
』
解
釈
の
歴
史
―
―

小
　
　
村
　
　
優
　
　
太

は
じ
め
に　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
大
き
な
問
題
で
あ
り
続
け
て
い

る
。
と
り
わ
け
そ
れ
を
「
神
学
」
と
解
釈
す
る
か
、「
存
在
論
」
と
解
釈
す
る
か
は
、
後
期
古
代
以
来
哲
学
者
た
ち
の
頭
を
悩
ま
せ
て
き

た
。
本
稿
で
は
古
典
期
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
、
と
り
わ
け
キ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
至
る
ま
で
の
形
而
上
学
解
釈
の
歴
史
を
追
う
こ

と
で
、「
神
学
」
解
釈
と
「
存
在
論
」
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
検
討
す
る
。
第
１
章
で
は
問
題
の
背
景
と
し
て
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
を
概
観
し
、
後
期
古
代
に
お
け
る
『
形
而
上
学
』
の
「
神
学
」
解
釈

を
検
討
し
て
か
ら
、『
形
而
上
学
』
の
ア
ラ
ビ
ア
語
へ
の
翻
訳
活
動
を
概
略
す
る
。
第
２
章
で
は
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
前
期
の
展
開
と
し
て
、

キ
ン
デ
ィ
ー
、
サ
ー
ビ
ト
・
イ
ブ
ン
・
ク
ッ
ラ
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
形
而
上
学
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
を
見
て
み

る
。
第
３
章
で
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
理
解
と
そ
の
展
開
を
追
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
先
行
す

1



る
解
釈
の
伝
統
か
ら
何
を
汲
み
上
げ
て
、
そ
こ
に
何
を
新
た
に
付
け
加
え
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
。

１
．
背
景

１
．
１
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
の
取
り
扱
い

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（BC384–322

）
自
身
は
『
形
而
上
学
』
と
い
う
作
品
の
主
題
を
様
々
な
仕
方
で
述
べ
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て

も
っ
と
も
有
名
な
の
は
Γ
巻
冒
頭
の
、「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
（τὸ ὂν ᾗ ὂν

）
と
、
自
体
的
に
そ
れ
に
属
す
る
も
の
ど
も
を
探
求
す

る
何
ら
か
の
知
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う（

１
）。

ま
た
一
方
で
E
巻
第
１
章
の
末
尾
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
：

そ
の
た
め
、
三
つ
の
思
弁
的
哲
学
、
数
学
、
自
然
学
、
神
学
（θεολετική

）
が
あ
る
だ
ろ
う；

と
い
う
の
も
、
も
し
神
的
な
も
の

が
ど
こ
か
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
﹇
不
変
の
﹈
自
然
の
う
ち
に
あ
る
の
は
当
然
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
も
っ
と
も
価
値
あ
る

も
の
は
、
も
っ
と
も
価
値
あ
る
類
に
つ
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
知
の
な
か
で
思
弁
的
な
も
の
が
も
っ
と

も
望
ま
し
く
、
思
弁
的
な
も
の
の
な
か
で
は
こ
れ
（
＝
神
学
）
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
っ
た
く
第
一
哲
学

（ἡ πρώτη φιλοσοφία

）
一
般
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
の
類
や
何
か
ひ
と
つ
の
自
然
に
か
ん
す
る
も
の
な
の
か
、

途
方
に
く
れ
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
か
ら
。
な
ぜ
な
ら
数
学
諸
学
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
や
り
方
と
い
う
の
は
な
く
、
幾
何
学
と

天
文
学
は
何
ら
か
の
自
然
に
つ
い
て
で
あ
り
、
他
方
で
一
般
的
な
も
の
は
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
共
通
な
の
だ
か
ら
。
よ
っ
て
、

も
し
自
然
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
の
ほ
か
に
存
在
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
学
が
第
一
の
知
で
あ
ろ
う
：
他
方
で
も
し
何
か

不
動
の
存
在
（τις οὐσία ἀκίνητος

）
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
先
行
し
て
お
り
、
第
一
哲
学
で
あ
り
、
第
一
で
あ
る
仕
方
で
一
般

的
で
あ
る
：
そ
し
て
、
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
、
つ
ま
り
在
る
も
の
﹇
そ
れ
自
体
﹈
と
存
在
者
と
し
て
属
す
る
も
の
ど
も
に
つ
い
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て
は
、
そ
れ
（
＝
第
一
哲
学
）
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
だ
ろ
う（

２
）。

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
神
学
」
と
「
第
一
哲
学
」
と
い
う
概
念
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
的

な
存
在
に
先
行
す
る
不
動
の
存
在
（
＝
不
動
の
動
者
）
に
つ
い
て
探
求
す
る
学
問
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
的
な
存
在
に
先
行
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
第
一
の
哲
学
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
明
ら
か
に
第
一
哲
学
と
神
学
を
同
一
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ

と
に
、「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」
は
、
こ
の
第
一
哲
学
＝
神
学
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
Γ
巻

冒
頭
で
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」
を
探
求
す
る
学
問
を
提
示
す
る
一
方
で
、
E
巻
に
お
い
て
こ
の
存
在
一
般
の
探
求
を
第
一
哲
学
＝

神
学
に
含
ま
れ
る
も
の
と
取
り
扱
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
態
度
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
こ
こ
で
挙
げ
る
、
第
一
哲
学
が
神
学
で
あ
る
所
以
、
不
動
の
存
在
は
全
部
で
14
巻
あ
る
『
形
而
上
学
』
の
Λ
巻
、
し
か
も
そ
の
後
半

部
分
（
６

－

10
章
）
で
し
か
取
り
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、『
形
而
上
学
』
の
残
り
の
大
部
分
は
と
て
も
神
的
な
も
の
を
取
り
扱
っ
て
い
る
よ

う
に
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
形
而
上
学
』
と
い
う
書
物
が
き
わ
め
て
独
立
性
の
高
い
論
考
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
考
え
が
長
い
執
筆
期
間
の
あ
い
だ
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、
決
定
的
な
答
え

は
出
て
い
な
い（

３
）。

ど
ち
ら
に
せ
よ
、『
形
而
上
学
』
が
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」
を
取
り
扱
う
学
問
な
の
か
、「
不
動
の
存
在
＝
神
的

な
も
の
」
を
取
り
扱
う
学
問
な
の
か
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
大
き
な
謎
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

４
）。

１
．
２
　
後
期
古
代
に
お
け
る
『
形
而
上
学
』
解
釈

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
に
た
い
す
る
注
釈
は
、
古
く
は
ア
ス
パ
シ
オ
ス
（80

頃–150

頃
）
や
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ロ
ス
（200

頃
活
動
）、
そ
れ
に
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
（317–390

頃
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
ア
ス
パ
シ
オ
ス
の
も
の
は
散

「神学」と「存在論」
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逸
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
つ
い
て
は
現
存
の
も
の
は
偽
作
と
考
え
ら
れ
、
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
も
の
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
現
存
し
て
い
な

い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
注
釈
と
い
う
営
為
は
後
期
古
代
に
お
い
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
後
の
『
形
而
上
学
』

解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

学
派
の
ヘ
ル
メ
イ
ア
ス
の
子
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
（435/445

頃–517/526

）
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
学
問
の
流
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
モ

ニ
オ
ス
の
父
ヘ
ル
メ
イ
ア
ス
は
ア
テ
ネ
で
シ
ュ
リ
ア
ノ
ス
（437

歿
）
に
学
ん
だ
後
、
生
ま
れ
故
郷
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
学
校
を
開

い
て
い
た
が
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
幼
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
た
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
は
長
じ
て
父
の
同
窓
生
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
学
頭

を
し
て
い
た
プ
ロ
ク
ロ
ス
（412–485

）
の
も
と
で
学
ぶ
。
学
問
を
修
め
た
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
は
父
と
同
じ
よ
う
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に

戻
り
、
学
校
を
開
い
た
。
彼
の
も
と
か
ら
は
、
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
（560–570

歿
）、
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
（460

頃–532

以
降
）、
シ
ン
プ
リ

キ
オ
ス
（490

頃–560

頃
）、
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ド
ー
ロ
ス
（495

頃–570

）、
そ
れ
に
後
に
キ
リ
ス
ト
教
護
教
家
に
な
っ
た
フ
ィ
ロ
ポ
ノ
ス

（490

頃–570

頃
）
な
ど
が
巣
立
っ
て
い
っ
た
。
当
時
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
が
多
数
派
に
な
っ
て
お
り
、
総
主

教
座
の
ひ
と
つ
が
置
か
れ
て
い
た
当
地
で
は
、
異
教
の
哲
学
者
た
ち
に
た
い
す
る
大
小
の
迫
害
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ア
ン
モ
ニ
オ
ス

は
そ
の
よ
う
な
状
況
で
異
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
両
方
の
生
徒
を
教
育
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
弟
子
で
あ
る
ア

ン
モ
ニ
オ
ス
は
当
然
な
が
ら
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
教
養
を
身
に
付
け
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
彼
の
現
存
す
る
作
品
は

よ
り
「
学
問
的
」
な
性
格
の
強
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
注
釈
が
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た（

５
）。
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
の
作
品
の
な
か
で
、
彼
自
身

の
筆
に
よ
る
と
さ
れ
る
の
は
『
命
題
論
』
へ
の
注
釈
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
多
く
は
弟
子
た
ち
に
よ
る
彼
の
講
義
録
と
い
う
形
に
な
っ
て

い
る
。『
形
而
上
学
』
に
つ
い
て
は
、
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
が
A
巻
か
ら
Z
巻
ま
で
の
注
釈
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ン
モ
ニ
オ

ス
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
に
お
け
る
『
形
而
上
学
』
解
釈
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
は
『
形

而
上
学
注
釈
』
を
以
下
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
：
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我
々
は
ま
ず
こ
の
作
品
（
＝『
形
而
上
学
』）
に
つ
い
て
、
目
的
、
順
序
、
表
題
の
原
因
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
に
、
こ

の
作
品
の
目
的
は
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
（θεολογῆσαι

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
神
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
（θεολογεῖ

）
の
だ
か
ら
。
ま
た
順
序
に
つ
い
て
は
、
自
然
に
お
い
て
後
の
も
の
ど
も
か
ら
我
々
は
諸
原
理
を
立
て
、
そ
れ

か
ら
そ
れ
ら
は
我
々
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
的
な
も
の
ご
と
に
つ
い
て
先
に
我
々
に
論

じ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
自
然
に
は
後
の
も
の
だ
が
、
我
々
に
と
っ
て
先
な
の
だ
か
ら
。
他
方
で
こ
の
作
品
は
、
完

全
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
自
然
に
は
先
で
あ
る
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
後
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
不
滅
的
な
も
の
ど
も
は
可
滅
的
な

も
の
ど
も
よ
り
も
先
で
あ
り
、
生
じ
な
い
も
の
ど
も
は
生
じ
る
も
の
ど
も
よ
り
も
先
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
『
気
象
論
』
に
お
い
て
不
規
則
に
運
動
す
る
も
の
ど
も
に
つ
い
て
我
々
に
論
じ
、
つ
ぎ
に
『
天
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
秩

序
だ
っ
て
運
動
す
る
も
の
ど
も
、
つ
ま
り
星
々
と
天
球
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
不
動

の
も
の
ど
も
に
つ
い
て
徹
底
的
に
我
々
に
論
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
学
（θεολογία

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
も
の

（
＝
神
学
）
こ
そ
神
的
な
も
の
ど
も
（θείοις
）
に
相
応
し
い
の
だ
か
ら（

６
）。

こ
こ
に
お
い
て
傾
向
性
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
Δ
巻
で
述
べ
た
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在

者
」
を
探
求
す
る
学
問
と
し
て
の
性
格
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
神
的
な
も
の
、
不
動
の
存
在
を
探
求
す
る
学
と
し
て
の
『
形
而
上
学
』
が

前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

１
．
３
　『
形
而
上
学
』
の
ア
ラ
ビ
ア
語
へ
の
翻
訳

ア
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
『
形
而
上
学
』
受
容
の
状
況
を
概
観
す
る
た
め
に（

７
）、
ま
ず
は
イ
ブ
ン
・
ナ
デ
ィ
ー
ム
（995/998

歿
）
の
『
フ
ィ

「神学」と「存在論」
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フ
リ
ス
ト
』
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う（

８
）。『

フ
ィ
フ
リ
ス
ト
』
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
項
目
に
お
い
て
、『
形
而
上
学
』
に
つ
い
て
以
下
の
説

明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
：

『
神
学
』（al-Il āhiyy āt

）
と
し
て
知
ら
れ
る
『
文
字
の
書
』（K

itāb al- Ḥ
urūf

）
の
説
明

こ
の
本
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
文
字
（ḥurūf

）
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
初
巻
は
小
文
字
の
α
で
あ
り
、
イ
ス
ハ
ー
ク
﹇
・
イ

ブ
ン
・
フ
ナ
イ
ン
﹈
が
翻
訳
し
た
。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
文
字
M
に
ま
で
至
る
。
こ
の
文
字
（
＝
M
巻
）
は
ア
ブ
ー
・

ザ
カ
リ
ヤ
ー
ウ
・
ヤ
フ
ヤ
ー
・
イ
ブ
ン
・
ア
デ
ィ
ー
が
翻
訳
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
文
字
N
は
﹇
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
﹈

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
る
注
釈
で
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
文
字
（
＝
α
巻
か
ら
M
巻
）
は
ウ
ス
タ
ー
ス
に
よ
っ

て
キ
ン
デ
ィ
ー
の
た
め
に
翻
訳
さ
れ
、
キ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
れ
に
か
ん
す
る
紹
介
を
書
い
た
。
ア
ブ
ー
・
ビ
シ
ュ
ル
・
マ
ッ
タ
ー
は
Λ

巻
、
つ
ま
り
11
番
目
の
文
字
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
注
釈
と
共
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
し
た
。
フ
ナ
イ
ン
・
イ
ブ
ン
・
イ
ス
ハ
ー

ク
は
こ
の
巻
を
シ
リ
ア
語
に
翻
訳
し
た
。
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
Λ
巻
に
註
釈
し
た
。
ア
ブ
ー
・
ビ
シ
ュ
ル
・
マ
ッ
タ
ー
は
そ
れ
を
テ

ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
注
釈
と
共
に
翻
訳
し
た
。
シ
ャ
ム
リ
ー
も
そ
れ
を
翻
訳
し
て
い
た
。
イ
ス
ハ
ー
ク
・
イ
ブ
ン
・
フ
ナ
イ
ン
は
﹇
こ

の
作
品
﹈
の
数
多
く
の
巻
を
翻
訳
し
た
。
シ
ュ
リ
ア
ノ
ス
は
B
巻
に
注
釈
し
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
。
私
は
そ
れ
が
、
ヤ
フ

ヤ
ー
・
イ
ブ
ン
・
ア
デ
ィ
ー
の
蔵
書
目
録
に
彼
の
筆
で
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
た（

９
）。

上
の
記
述
に
よ
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
お
い
て
『
形
而
上
学
』
は
現
在
我
々
の
手
に
取
る
構
成
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
A

巻
は
翻
訳
さ
れ
ず
、『
形
而
上
学
』
の
冒
頭
は
α
巻
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
現
在
通
常
「
12
番
目
」
の
巻
と
さ
れ
る
Λ
巻
が
11
番
目
の
巻

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
末
尾
に
つ
い
て
も
、
翻
訳
さ
れ
た
の
は
M
巻
ま
で
で
あ
り
、
N
巻
は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も

6



注
目
す
べ
き
は
、『
形
而
上
学
』
が
『
神
学
』
ま
た
は
『
文
字
の
書
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
形
而
上
学
』
を
「
神
学
」
だ
と

す
る
解
釈
は
す
で
に
後
期
古
代
に
お
い
て
主
流
に
な
っ
て
お
り
、
ア
ラ
ビ
ア
も
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
文
字

の
書
』
と
い
う
の
は
、『
形
而
上
学
』
の
各
巻
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
冠
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
命
名
で
あ
る
。

ま
た
上
の
記
述
に
は
ギ
リ
シ
ア
注
釈
家
の
名
前
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
る
N
巻
の

注
釈
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
は
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た）

10
（

。
Λ
巻
に
つ
い
て
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
と
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
注
釈
が
言
及
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的
に
現
存
し
て
い
る
（
い
ず
れ
も
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
散
逸
）。

シ
ュ
リ
ア
ノ
ス
に
よ
る
B
巻
へ
の
注
釈
は
現
存
し
て
い
な
い
。

『
形
而
上
学
』
の
ア
ラ
ビ
ア
語
訳
自
体
は
様
々
な
翻
訳
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
ウ
ス
タ
ー
ス
（
９
世
紀
）

に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。
彼
は
、
最
初
の
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
者
と
も
言
わ
れ
る
キ
ン
デ
ィ
ー
（800

頃–870

以
降
）
の
も
と
で
翻
訳
活
動
を
お

こ
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
ウ
ス
タ
ー
ス
の
訳
は
そ
の
後
の
ア
ラ
ビ
ア
語
版
『
形
而
上
学
』
の
基
礎
と
な
っ
た
。
ウ
ス
タ
ー
ス
の
翻
訳
は

（
K
巻
と
M
巻
を
除
き
）、
現
在
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
（
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド1126–1198

）
に
よ
る
『
形
而
上
学
大
注
釈
』
の
レ
ン
マ
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
キ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
へ

２
．
１
　
キ
ン
デ
ィ
ー
に
よ
る
「
神
学
的
」
解
釈

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
に
お
い
て
マ
ア
ム
ー
ン
（
在
位813–833

）、
ム
ウ
タ
シ
ム
（
在
位833–842

）、
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
（
在
位847–861

）
と

い
う
三
代
の
カ
リ
フ
に
仕
え
た
キ
ン
デ
ィ
ー
は
、
キ
ン
デ
ィ
ー
・
サ
ー
ク
ル
と
呼
ば
れ
る
哲
学
者
と
翻
訳
者
の
集
団
を
主
宰
し
、
様
々
な

哲
学
書
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
せ
た）

11
（

。
ウ
ス
タ
ー
ス
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
の
ア
ラ
ビ
ア
語
訳
も
そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
９
世

「神学」と「存在論」
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紀
当
時
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
異
教
の
学
問
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
導
入
す
る
と
い
う
難
行
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
キ
ン
デ
ィ
ー
は
ギ

リ
シ
ア
哲
学
が
基
本
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
と
合
致
す
る
と
い
う
戦
略
を
採
っ
た）

12
（

。
彼
は
そ
の
主
著
『
第
一
哲
学
に
つ
い
て
』
で
、
異

教
の
学
問
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
情
熱
的
に
擁
護
し
て
い
る
：

我
々
は
真
理
を
称
賛
し
た
り
、
そ
れ
を
獲
得
し
た
り
す
る
こ
と
に
恥
じ
て
は
い
け
な
い
、
そ
れ
が
ど
こ
に
由
来
し
よ
う
と
も
。
た
と

え
そ
れ
が
遠
方
の
民
族
や
異
国
の
人
々
か
ら
来
よ
う
が
、
真
理
の
探
究
者
に
と
っ
て
、
真
理
よ
り
重
要
な
も
の
は
何
も
な
い
し
、
真

理
を
述
べ
た
り
伝
え
た
り
す
る
者
に
よ
っ
て
真
理
が
貶
め
ら
れ
た
り
減
少
し
た
り
し
な
い；

い
か
な
る
も
の
も
真
理
に
よ
っ
て
貶
め

ら
れ
な
い
、
む
し
ろ
す
べ
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
高
貴
に
さ
れ
る
の
だ）

13
（

。

キ
ン
デ
ィ
ー
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
普
遍
的
な
真
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ギ
リ
シ
ア
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
関
係
な
か
っ
た
。

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
書
の
量
に
つ
い
て
』
で
キ
ン
デ
ィ
ー
は
、『
形
而
上
学
』
の
目
的
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
：

『
形
而
上
学
』（m

ā ba ʽd al- ṭabī ʽiyyāt

）
と
呼
ば
れ
る
彼
の
本
の
目
的
に
つ
い
て
言
え
ば
、
質
料
（ṭī nah

）
な
し
で
存
立
し
、
質
料

を
も
つ
も
の
と
共
に
在
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
質
料
と
結
び
つ
い
て
も
合
一
し
て
も
い
な
い
も
の
ど
も
の
説
明；

偉
大
に
し
て
至

高
な
る
神
の
一
性
（taw

ḥī d

）﹇
の
説
明
﹈；

神
の
美
名
（al-asm

ā’-hi al- ḥusnā

）
の
説
明
、
神
が
宇
宙
の
作
用
因
に
し
て
完
成
者
、

そ
の
完
全
な
統
括
と
完
成
し
た
智
慧
に
よ
る
万
物
の
神
、
万
物
の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
﹇
の
説
明
﹈
で
あ
る）

14
（

。
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キ
ン
デ
ィ
ー
は
第
一
に
『
形
而
上
学
』
の
目
的
を
、
質
料
を
も
た
な
い
も
の
の
説
明
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
形
而
上
学
』
が
不
動
の

存
在
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
『
形
而
上
学
』
E
巻
で
の
記
述
、
そ
れ
に
後
期
古
代
の
『
形
而
上
学
』

解
釈
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
、
キ
ン
デ
ィ
ー
は
、
神
の
一
性
（taw

ḥī d

）、
神
の
美
名
と
い
う
、
き
わ
め

て
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
ト
ピ
ッ
ク
を
付
け
加
え
て
い
る
。

カ
リ
フ
、
マ
ア
ム
ー
ン
に
捧
げ
ら
れ
た
『
第
一
哲
学
に
つ
い
て
』
は
最
初
の
４
章
が
現
存
し
て
お
り）

15
（

、
第
１
章
は
『
第
一
哲
学
に
つ
い

て
』
が
真
な
る
一
者
で
あ
る
神
を
探
求
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
真
理
の
普
遍
性
を
擁
護
し
、
先
人
た
ち
の
智
慧
に
感
謝
す
る

よ
う
述
べ
る
。
こ
の
最
後
の
箇
所
は
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』
α
巻
を
強
く
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る）

16
（

。
第
２
章
は
世
界
の
永
遠
性
に

つ
い
て
の
論
駁
を
取
り
扱
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
哲
学
者
は
世
界
の
永
遠
性
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、
キ
ン
デ
ィ
ー
は
そ
の
中
で

珍
し
く
フ
ィ
ロ
ポ
ノ
ス
の
影
響
を
受
け
て
、
世
界
の
時
間
の
う
ち
の
創
造
を
主
張
す
る
。
第
３
章
は
一
性
と
多
性
を
取
り
扱
い
、
第
４
章

は
真
の
一
者
に
つ
い
て
論
じ
る）

17
（

。『
第
一
哲
学
に
つ
い
て
』
は
よ
り
大
き
な
全
体
の
う
ち
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
が
こ
の
作
品

全
体
の
評
価
を
難
し
く
し
て
い
る
と
は
い
え
、Bertolacci

に
よ
れ
ば
、
そ
の
第
１
章
の
構
成
は
α
１

－

２
を
な
ぞ
り
、
そ
こ
か
ら
Λ
６

の
不
動
の
動
者
の
テ
ー
マ
に
飛
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る）

18
（

。

２
．
２
　
サ
ー
ビ
ト
・
イ
ブ
ン
・
ク
ッ
ラ
に
よ
る
Λ
巻
注
釈

サ
ー
ビ
ト
・
イ
ブ
ン
・
ク
ッ
ラ
（826–901

）
は
キ
ン
デ
ィ
ー
よ
り
一
世
代
後
の
人
物
で
あ
り
、
ハ
ッ
ラ
ー
ン
出
身
の
サ
ー
ビ
ア
教

徒
で
、
天
文
学
者
や
数
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
般
的
に
哲
学
の
文
脈
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
と
は
い
え
、『
形
而

上
学
』
の
歴
史
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
彼
は
、
現
存
す
る
な
か
で
も
っ
と
も
初
期
の
『
形

而
上
学
』
注
釈
を
書
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
注
釈
は
、
哲
学
に
対
す
る
不
倶
戴
天
の
仇
で
あ
る
伝
統
主
義
者
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ

「神学」と「存在論」
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（1268–1328

）
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
以
外
で
は
、
伝
記
作
家
や
書
誌
学
者
た
ち
に
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る）

19
（

。
し
か
し
サ
ー
ビ

ト
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
注
釈
は
キ
ン
デ
ィ
ー
と
次
節
で
論
じ
る
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
（872

頃–950

）
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
『
形
而
上
学
』

解
釈
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ト
は
彼
の
注
釈
を
以
下
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
：

﹇
サ
ー
ビ
ト
・
イ
ブ
ン
・
ク
ッ
ラ
は
﹈
言
っ
た
：
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
彼
の
書
を
『
形
而
上
学
』（m

ā ba ʽd al- ṭab īʽah

）
と
題

し
た
の
は
、
そ
こ
で
の
彼
の
意
図
が
、
運
動
せ
ず
、
そ
の
本
質
の
外
の
も
の
へ
の
欲
望
を
受
け
入
れ
な
い
実
体
の
探
求
だ
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
こ
れ
は
自
然
的
な
事
柄
の
道
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
説
明
に
お
い
て
、
そ
の
途
上
で
運
動
す
る
実
体
に
つ
い
て
多
く

の
こ
と
を
探
求
す
る
よ
う
に
彼
は
強
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
反
対
に
、
運
動
し
な
い
そ
の
本
質
を
実
体
よ
り
も
引
き
上
げ
、
実
体
を
そ
の
下
に
置
い
た
、
つ
ま
り
原
因
と
結
果
の

観
点
か
ら
。
と
い
う
の
も
彼
の
意
見
で
は
、
ひ
と
つ
の
概
念
が
両
者
（
＝
原
因
と
結
果
）
を
含
む
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
か

ら
。
よ
っ
て
も
し
我
々
が
、
こ
の
二
人
（
＝
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
信
奉
す
る
意
味
そ
の
も
の
を
理
解
す

れ
ば
、
そ
れ
に
か
ん
す
る
二
人
の
違
い
は
必
ず
し
も
、
我
々
が
学
ぼ
う
と
す
る
こ
の
運
動
し
な
い
本
質
に
お
い
て
我
々
を
損
な
わ
な

い
。
さ
も
な
く
ば
、
要
す
る
に
、
そ
れ
は
真
に
一
な
る
も
の
の
探
究
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
の
観

点
か
ら
、
関
係
的
に
、
外
か
ら
し
か
、
何
ご
と
も
言
わ
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
彼
の
本
に
お
い
て
、
ひ
と
つ

の
目
的
を
意
図
す
る
、
お
ぼ
め
か
し
の
よ
う
な
言
説
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
注
釈
と
説
明
に
よ
っ
て
そ
の
真
理
が
解
明
さ
れ
た
と

き
、
以
下
の
仕
方
で
言
わ
れ
る）

20
（

。

明
ら
か
に
こ
こ
で
サ
ー
ビ
ト
は
キ
ン
デ
ィ
ー
的
、
ま
た
は
後
期
古
代
的
な
「
神
学
的
」
解
釈
を
受
け
継
い
で
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
、
シ

10



リ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
堪
能
だ
っ
た
サ
ー
ビ
ト
が
ど
こ
か
ら
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
か
は
確
定
で
き
な
い
と
は
い
え）

21
（

、
彼
の
神
学
的

な
『
形
而
上
学
』
解
釈
は
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派
的
な
環
境
と
も
、
後
期
古
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
的
な
伝
統
と
も
調
和
的
で
あ
り
、
こ

の
時
代
に
お
い
て
神
学
的
解
釈
が
き
わ
め
て
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

２
．
３
　
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
理
解
の
革
新

後
期
古
代
か
ら
キ
ン
デ
ィ
ー
に
至
る
『
形
而
上
学
』
の
神
学
的
解
釈
に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
の
が
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
で
あ

る
。
彼
は
バ
グ
ダ
ー
ド
で
活
動
し
た
の
ち
、950

年
に
シ
リ
ア
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
に
お
い
て
彼
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
次
ぐ
「
第
二
の
師
」
と
い
う
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
一
方
で
、
詳
し
い
生
涯
の
事
跡
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い

な
い）

22
（

。
し
か
し
彼
の
短
編
『
形
而
上
学
の
意
図
』
は
、
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
に
お
け
る
『
形
而
上
学
』
解
釈
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ

た
。
彼
は
論
考
を
以
下
の
よ
う
に
始
め
る
：

彼
は
言
っ
た
。
こ
の
巻
に
お
け
る
我
々
の
目
的
は
、『
形
而
上
学
』（m

ā ba ʽd al- ṭabī ʽah

）
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

書
物
が
含
ん
で
い
る
意
図
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
つ
第
一
の
区
分
を
指
し
示
す
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
多
く
の
人
々
が
こ
の
本
の

意
義
と
内
容
は
、
創
造
主
（
彼
に
讃
え
あ
れ
、
高
く
あ
ら
ん
こ
と
を
）
と
知
性
、
魂
、
そ
の
他
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
こ
と
に
か
ん
す

る
言
説
で
あ
り
、『
形
而
上
学
』
の
学
問
と
神
の
一
性
（al-taw

ḥī d
）
の
学
問
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
と
無
反
省
に
想
像
し
て
い

る
の
だ
か
ら
。
そ
の
た
め
、
我
々
は
、
思
弁
家
の
大
半
が
こ
れ
に
か
ん
し
て
困
惑
し
、
惑
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
と
い
う
の
も
、

我
々
は
、
そ
こ
に
お
け
る
議
論
の
大
半
が
こ
の
目
的
（
＝
神
学
的
目
的
）
を
欠
い
て
い
る
の
を
見
出
し
、
む
し
ろ
我
々
は
、
Λ
の
徴

を
も
つ
11
番
目
の
巻）

23
（

に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
と
り
わ
け
こ
の
目
的
に
か
ん
す
る
議
論
を
そ
こ
に
見
出
さ
な
い
の
だ
か
ら
。

「神学」と「存在論」
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そ
れ
か
ら
、
古
代
人
た
ち
は
、﹇
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹈
ほ
か
の
諸
書
に
つ
い
て
の
よ
う
に
、
こ
の
本
（
＝『
形
而
上
学
』）
の
注
釈

に
お
い
て
相
応
し
い
議
論
を
作
っ
て
お
ら
ず
、
あ
っ
た
と
し
て
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
る
不
完
全
な
Λ
巻
﹇
の
注
釈
﹈
と
、
テ

ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
に
よ
る
完
全
な
﹇
Λ
巻
の
注
釈
﹈
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
の
巻
に
つ
い
て
言
え
ば
、
注
釈
が
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
我
々
の

時
代
に
現
存
し
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
現
代
の
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
諸
書
を
見
る
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
こ
の

本
を
完
全
に
注
釈
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

我
々
は
、
そ
こ
に
お
け
る
意
図
と
、
そ
の
す
べ
て
の
巻
が
含
む
も
の
を
指
し
示
そ
う
。

我
々
は
言
う
。
学
問
の
な
か
で
、
あ
る
も
の
は
個
別
的
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
普
遍
的
で
あ
る
。
個
別
的
学
問
の
主
題
は
何
ら
か
の

存
在
者
や
何
ら
か
の
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
思
弁
は
、
そ
れ
ら
が
も
つ
特
定
の
付
帯
性
に
か
か
わ
る
の
だ
。
た

と
え
ば
自
然
学
の
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
存
在
者
、
つ
ま
り
運
動
し
変
化
し
運
動
を
休
止
す
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
ま
た
そ
れ
が
そ
の
諸
原
理
と
諸
付
随
物
を
も
つ
と
い
う
観
点
か
ら
の
物
体
を
思
索
す
る
の
だ
か
ら
。
幾
何
学
は
、
特
定
の
性
質

と
、
そ
の
諸
原
理
と
諸
付
随
物
に
お
い
て
生
じ
る
関
係
性
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
量
に
つ
い
て
思
索
す
る
。
算
術
も
数
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
。
医
学
は
人
間
の
体
を
、
健
康
で
あ
り
病
気

で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
﹇
思
索
す
る
﹈。
そ
の
他
の
個
別
的
学
問
の
い
ず
れ
も
、
諸
存
在
者
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
を
思
索
し

な
い
。

普
遍
的
学
問
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
存
在
や
一
性
な
ど
、
す
べ
て
の
諸
存
在
者
に
共
通
の
も
の
、
そ
の
種
や
、
そ
の
諸
付
随

物
、
ま
た
先
行
と
後
続
、
可
能
態
と
現
実
態
、
完
全
性
と
欠
如
な
ど
な
ど
の
よ
う
な
、
い
ず
れ
の
個
別
的
学
問
の
主
題
も
特
定
化
に

よ
っ
て
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
、
す
べ
て
の
諸
存
在
者
に
共
通
の
第
一
原
理
（
神
（
そ
の
栄
光
が
偉
大
で
あ
ら
ん
こ
と
を
）
の
名
前
で

呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
）
を
思
索
す
る
。
普
遍
的
学
問
は
ひ
と
つ
の
学
問
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
ふ
た
つ
の
普
遍
的

12



学
問
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
特
定
の
主
題
を
も
つ
だ
ろ
う
が
、
特
定
の
主
題
を
も
ち
他
方
の
学
問
の
主
題
を
含
ま
な

い
学
問
は
、
個
別
的
学
問
で
あ
る
。
よ
っ
て
両
方
の
学
問
と
も
個
別
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
。
よ
っ

て
普
遍
的
学
問
は
ひ
と
つ
で
あ
る
。
よ
っ
て
神
学
（al- ʽilm

 al-ilāhī

）
は
こ
の
学
問
（
＝
普
遍
的
学
問
）
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
神
は
絶
対
的
な
存
在
者
の
原
理
で
あ
り
、
あ
る
存
在
者
の
原
理
で
あ
る
が
ほ
か
の
存
在
者
の
原
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
よ
っ
て
、
そ
の
（
＝
普
遍
的
学
問
）
な
か
で
存
在
者
の
原
理
の
授
与
を
含
む
区
分
は
、
ま
さ
に
神
学
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
意
味
（m

a ʽā nī

）
は
自
然
的
な
も
の
ど
も
に
特
有
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
遍
性
（ʽum

ūm

）

に
お
い
て
自
然
的
な
も
の
ど
も
よ
り
も
高
位
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
学
問
は
自
然
学
よ
り
も
高
位
で
あ
り
、
自
然
学
よ
り
も
後
な
の

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
形
而
上
学
（
＝
自
然
学
の
後
の
も
の
）
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

24
（

。

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
そ
も
そ
も
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
、「
も
し
『
形
而
上
学
』
の
主
題
を
神
学
と
考
え
る

と
、
そ
の
よ
う
な
存
在
は
『
形
而
上
学
』
全
14
巻
の
う
ち
Λ
巻
で
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
問
題
を
正
確
に
認
識
し
て
い
た
。
彼

は
多
く
の
人
が
、
形
而
上
学
を
「
神
の
一
性
」
の
学
問
（
＝
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
）
と
同
一
視
し
て
い
る
と
批
判
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に

キ
ン
デ
ィ
ー
が
行
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
「
神
学
」
を
形
而
上
学
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
引
用
文
の
後
半
を
読
め
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
普
遍
的
学
問
（
＝
形
而
上
学
）
が
探
求
す
る
も
の
は
存
在

や
一
性
、
そ
れ
に
先
行
と
後
続
、
可
能
態
と
現
実
態
、
完
全
性
と
欠
如
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
じ

く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
共
通
の
第
一
原
理
も
探
求
さ
れ
る
。
こ
の
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
共
通
の
第
一
原
理
と
は
神
の
こ
と
で
あ
る
た

め
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
れ
ば
神
学
は
形
而
上
学
の
な
か
で
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
学
と
形
而
上
学
が
別
の
学
問
で
あ
る

と
い
う
考
え
も
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
原
理
を
探
求
す
る
神
学
と
、
存
在
や
一
性
を
探
求
す
る
形
而
上
学
が
別

「神学」と「存在論」
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の
学
問
で
あ
れ
ば
普
遍
的
学
問
が
ふ
た
つ
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
矛
盾
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
よ
っ
て
フ
ァ
ー
ラ
ー

ビ
ー
が
否
定
し
て
い
る
の
は
、
形
而
上
学
と
神
学
を
「
同
一
視
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
神
学
は
形
而
上
学
の
「
一
部
門
」
と
し
て

探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
証
拠
に
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
『
諸
学
問
の
列
挙
』
に
お
い
て
、
神
学
（al- ʽilm

 al-ilāhī

）

を
以
下
の
よ
う
に
三
分
類
し
て
い
る
。

神
学
は
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
目
は
、
諸
存
在
者
と
、
諸
存
在
者
で
あ
る
限
り
で
そ
れ
ら
に
付
帯
す
る
も
の
ど
も
を
探
求
す
る
。

ふ
た
つ
目
は
個
別
的
な
思
弁
的
諸
学
問
に
お
け
る
論
証
の
諸
原
理
を
探
求
す
る
（
…
…
）。

第
三
の
部
分
は
、
物
体
で
な
く
、
物
体
の
う
ち
に
な
い
諸
存
在
者
を
探
求
す
る）

25
（

。

彼
が
述
べ
る
神
学
（
＝
形
而
上
学
）
の
第
一
の
部
分
は
ま
さ
に
『
形
而
上
学
』
Γ
巻
の
冒
頭
の
言
葉
に
対
応
し
、
第
三
の
部
分
は
Λ
巻

の
対
象
に
対
応
す
る
。

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
『
形
而
上
学
』
に
対
す
る
視
点
の
独
自
性
は
、
彼
の
主
著
の
ひ
と
つ
『
文
字
の
書
』
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る）
26
（

。
本
書
は
三
部
か
ら
成
り
、
第
一
部
と
第
三
部
は
哲
学
に
お
け
る
小
辞
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
第
二
部
は
宗
教
的
言
語
の
分
析
に
充
て
ら

れ
て
い
る）

27
（

。
第
一
部
と
第
三
部
は
、明
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
Δ
巻
に
お
け
る
哲
学
的
用
語
の
分
析
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

よ
っ
て
こ
の
『
文
字
の
書
』
と
い
う
題
名
は
、『
形
而
上
学
』
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
の
別
名
の
ひ
と
つ
『
文
字
の
書
』
と
、『
形
而
上
学
』
Δ
巻

を
彷
彿
と
さ
せ
る
哲
学
的
用
語
分
析
の
両
方
を
含
意
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、『
形
而
上
学
』
の
な
か
で
Λ
巻

ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
の
流
れ
と
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
異
な
る
視
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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３
．
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
よ
る
統
合
と
展
開

３
．
１
　
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
お
け
る
キ
ン
デ
ィ
ー
と
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
影
響

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー980–1037

）
は
サ
ー
マ
ー
ン
朝
支
配
下
の
ブ
ハ
ー
ラ
ー
（
現
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
）
に
生
ま
れ
、

幼
少
期
か
ら
天
才
を
発
揮
し
、
数
々
の
学
問
を
独
学
で
習
得
し
た）

28
（

。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
育
っ
た
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
域
は
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派

の
影
響
が
強
く
、
バ
グ
ダ
ー
ド
に
お
い
て
キ
ン
デ
ィ
ー
の
も
と
で
哲
学
を
学
び
、
そ
の
後
出
身
地
に
戻
っ
て
き
た
哲
学
者
た
ち
が
数
多
く

い
た）

29
（

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
17
歳
の
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
『
形
而
上
学
の
意
図
』
と
の
劇
的
な
出
会
い
で
あ
る
。

彼
は
自
伝
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
：

私
は
論
理
学
、
自
然
学
、
数
学
を
習
得
し
た
の
で
、
私
は
神
学
（al- ʽilm

 al-ilāhī

）
へ
と
移
行
し
た
。
私
は
『
形
而
上
学
』（m

ā 

ba ʽd al- ṭabī ʽah

）
の
書
を
読
ん
だ
が
、
私
は
そ
こ
に
あ
る
も
の
（m

ā fī-hi

）
を
理
解
で
き
ず
、
そ
の
作
者
の
意
図
は
私
に
曖
昧
で

あ
り
、
つ
い
に
私
は
そ
れ
を
四
十
回）

30
（

繰
り
返
し
読
ん
で
、
記
憶
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
そ
れ
を
理
解
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
も
理
解
で
き
な
い
。
私
は
心
か
ら
絶
望

し
、「
こ
の
本
は
理
解
す
る
道
筋
が
な
い
」
と
言
っ
た
。
あ
る
日
の
午
後
私
は
書
店
街
を
訪
れ
た
。
呼
び
売
り
人
が
売
り
出
し
中
と

叫
び
な
が
ら
一
冊
の
本
を
手
に
近
づ
い
て
き
た
。
彼
は
私
に
そ
れ
を
見
せ
た
が
、
私
は
こ
の
学
問
（
＝
形
而
上
学
）
に
利
益
は
な
い

と
信
じ
て
お
り
、
困
惑
し
て
拒
絶
し
た
。
す
る
と
彼
は
言
っ
た
、「
こ
れ
を
お
買
い
な
さ
い
、
持
ち
主
が
代
価
を
必
要
と
し
て
い
る

の
で
、
安
い
で
す
よ
。
３
デ
ィ
ル
ハ
ム
で
お
売
り
し
ま
し
ょ
う
。」
そ
こ
で
私
は
そ
れ
を
買
っ
た
、
す
る
と
そ
れ
は
ア
ブ
ー
・
ナ
ス

ル
・
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
の
意
図
に
か
ん
す
る
本
だ
っ
た
。
私
は
家
に
戻
り
、
急
い
で
そ
れ
を
読
ん
だ
。
す
る

「神学」と「存在論」
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と
即
座
に
そ
の
本
（
＝
『
形
而
上
学
』）
の
意
図
が
私
に
露
わ
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
私
は
そ
れ
を
暗
記
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
私

は
そ
れ
を
喜
び
、
次
の
日
に
、
至
高
な
る
神
に
感
謝
し
て
、
貧
し
い
者
た
ち
に
多
く
の
喜
捨
を
お
こ
な
っ
た）

31
（

。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
若
き
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
限
界
、
彼
ほ
ど
の
天
才
で
あ
っ
て
も
『
形
而
上
学
』
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
指
す
た
め
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、G

utas

は
こ
れ
に
ま
っ
た
く
新
し
い
解
釈
を
与
え
た）

32
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
困
惑
し
た
の
は
『
形
而
上
学
』
の
「
意
図
」
に
つ
い
て
だ
っ
た
と
い
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
育
っ

た
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
は
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派
の
影
響
が
強
い
地
域
だ
っ
た
。
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派
に
よ
る
『
形
而
上
学
』
理
解
は
、
形
而
上
学
を

イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
と
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
形
而
上
学
』
の
き
わ
め
て
限
定
的
な
部
分
（
＝
Λ
巻
）
を
強
調
す
る
解
釈

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
（
A
巻
と
N
巻
を
欠
い
た
）『
形
而
上
学
』
の
全
体
を
読
ん
だ
と
き
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
そ
こ
で
存
在
論
が
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
困
惑
し
た
の
だ
と
い
う
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。Bertolacci

に
よ
れ
ば
、
こ
の
謎
を
解
く
鍵
も
自
伝
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う）

33
（

。
10
代
の
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
父
は
ナ
ー
テ
ィ
リ
ー
と
い
う
論
理
学
の
家
庭
教
師
を
付
け
た
が
、
若
い
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
す
ぐ
に
教
師

を
追
い
抜
い
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
ナ
ー
テ
ィ
リ
ー
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
も
と
を
去
り
、
そ
の
後
彼
は
学
問
を
独
学
す
る
こ
と
に
な
る
。

彼
は
そ
の
く
だ
り
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
：

そ
れ
か
ら
、
ナ
ー
テ
ィ
リ
ー
は
私
の
も
と
を
離
れ
、
グ
ル
ガ
ー
ン
ジ
ュ
に
向
か
っ
た
。

私
は
自
然
的
な
も
の
ど
も
と
、
神
的
な
も
の
ど
も
に
か
ん
す
る
諸
書
のfu ṣū ṣ
と
注
釈
（shurū ḥ

）
の
学
習
に
専
念
し
た）

34
（

。
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こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
がfu ṣū ṣ

と
い
う
語
で
あ
る
。Bertolacci

は
こ
の
語
が
、G

ohlm
an

が
記
し
た
よ
う
に
「
本
文
（the 

original

）」）
35
（

で
は
な
く
、「
本
質
的
部
分
（essential parts

）」
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
提
案
す
る）

36
（

。
つ
ま
り
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
こ
の
時
点
で

『
形
而
上
学
』
の
テ
ク
ス
ト
全
文
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
本
質
的
部
分
」
し
か
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
こ
の
と
き
に
読
ん
で
い
た
『
形
而
上
学
』
の
本
質
的
部
分
と
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。Bertolacci

は
そ

れ
を
α
巻
１

－

２
と
Λ
巻
６

－

10
で
あ
る
と
述
べ
る）

37
（

。
そ
し
て
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ン
デ
ィ
ー
の
『
第
一
哲
学
に
つ
い
て
』
は
ま
さ

に
『
形
而
上
学
』
の
α
巻
と
Λ
巻
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
、『
形
而
上
学
』
の
な
か
で
も
神

学
的
要
素
の
極
め
て
強
い
部
分
の
み
を
読
み
、
そ
の
後
『
形
而
上
学
』
全
体
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
著
作
全
体
の
「
意
図
」
に
つ
い
て
困

惑
し
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
『
形
而
上
学
の
意
図
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、『
形
而
上
学
』
の
「
意
図
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る）

38
（

。

３
．
２
　『
治
癒
の
書
』
に
お
け
る
形
而
上
学
解
釈

「
神
学
的
」
段
階
を
脱
し
て
、「
存
在
論
的
」
段
階
へ
と
開
か
れ
た
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の

中
期
代
表
作
で
あ
る
『
治
癒
の
書
』
は
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
学
問
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
総
合
し
、
史
上
初
め
て
の
「
哲
学
大
全
」
と
言
え
る
作

品
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
学
、
自
然
学
、
数
学
、
形
而
上
学
の
四
部
か
ら
成
り
、
と
り
わ
け
自
然
学
と
形
而
上
学
は
そ
の
後
の
ア
ラ
ビ

ア
／
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
ラ
テ
ン
西
洋
に
も
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
与
え
た）

39
（

。『
治
癒
の
書
』「
形
而
上
学
」
に
お
い
て
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
：

思
弁
的
な
も
の
は
、
自
然
学
、
数
学
、
神
学
（al-ilāhiyyah

）
の
三
つ
の
部
分
に
集
約
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。（
…
…
）
神
学
は
、

「神学」と「存在論」
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存
立
や
定
義
に
よ
っ
て
質
料
か
ら
離
存
し
て
い
る
物
事
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
﹇
述
べ
ら
れ
た
﹈。
ま
た
あ
な
た
は
、
神
学
は
、
自

然
学
的
存
在
や
数
学
的
存
在
や
両
者
に
附
随
す
る
も
の
の
第
一
の
諸
理
由
と
、
諸
原
因
の
原
因
、
諸
原
理
の
原
理
で
あ
る
神
（
そ
の

偉
大
さ
が
高
く
あ
ら
ん
こ
と
を
）
を
研
究
す
る
の
だ
と
も
聞
い
て
い
る
。

以
上
が
、
諸
書
の
先
行
す
る
部
分
で
あ
な
た
が
学
ん
だ
こ
と
の
範
囲
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
的
学
問
の
主
題
（al-

m
aw

ḍū ʽ
）
が
実
際
の
と
こ
ろ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、『
論
証
の
書
』（Kit āb al-Burh ān

））
40
（

に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
指
示
以

外
に
は
（
も
し
あ
な
た
が
覚
え
て
い
る
の
な
ら
）、
あ
な
た
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ほ
か
の
諸
学
問
に
お
い

て
あ
な
た
は
、
主
題
で
あ
る
も
の
、
探
求
対
象
で
あ
る
も
の
ど
も
、
論
証
が
組
み
立
て
ら
れ
る
前
提
と
な
る
原
理
を
も
っ
て
い
た
の

だ
か
ら
。
し
か
し
今
あ
な
た
は
、
こ
の
学
問
の
主
題
で
あ
る
も
の
を
真
に
確
証
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
第
一
原
因
そ
の
も

の
（
＝
神
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
そ
の
属
性
と
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
意
味
な
の
か
を）

41
（

。

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
こ
こ
で
、
神
学
（
＝
形
而
上
学
）
が
神
や
そ
の
属
性
に
か
ん
す
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
言
説
を
紹
介
し
、

読
者
が
そ
の
解
釈
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
果
た
し
て
形
而
上
学
の
主
題
が
何
な
の
か
尋
ね
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
神
や
そ
の
属
性
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
も
の
が
主
題
な
の
か
。
し
か
し
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
前
者
を
否
定
す
る
：

そ
れ
（
＝
神
）
が
主
題
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
主
題
は
、
そ
の
学
問
に
お
け
る
存
在
が

前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
状
態
の
み
が
探
求
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
は
ほ
か
の
箇
所
で
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
神
（
そ
の
偉
大
さ
が
高
く
あ
ら
ん
こ
と
を
）
の
存
在
は
、
主
題
と
し
て
こ
の
学
問
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
探
求

18



対
象
で
あ
る）

42
（

。

彼
は
主
題
を
、
そ
の
学
問
に
お
い
て
前
提
と
し
て
共
有
さ
れ
る
探
求
の
枠
組
み
だ
と
す
る
。
自
然
学
は
運
動
変
化
す
る
物
体
を
主
題
と

し
、
数
学
は
数
を
主
題
と
す
る
。
よ
っ
て
自
然
学
は
運
動
変
化
す
る
物
体
や
そ
の
諸
状
態
を
論
じ
、
数
学
は
数
や
そ
の
諸
状
態
を
論
じ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
そ
も
そ
も
運
動
変
化
す
る
物
体
が
あ
る
の
か
」、「
そ
も
そ
も
数
が
あ
る
の
か
」
は
問
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
そ
の

学
問
の
境
界
線
で
あ
り
、
個
々
の
学
問
は
そ
の
主
題
＝
境
界
線
の
内
側
で
探
求
す
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
は
形
而
上
学
の
主
題
と
し
て
神

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
も
し
神
を
形
而
上
学
の
主
題
と
す
る
な
ら
ば
、
神
は
形
而
上
学
の

前
提
で
あ
り
、「
そ
も
そ
も
神
が
い
る
の
か
」
は
問
う
こ
と
が
で
き
ず
、
神
を
主
題
＝
境
界
線
と
し
て
、
そ
の
内
側
で
探
求
を
お
こ
な
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
神
は
主
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
学
で
探
求
さ
れ
る
対
象
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
形
而
上
学
の
主
題
を
一
体
何
だ
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
す
べ
て
か
ら
あ
な
た
に
は
、
存
在
者
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
者
（al-m

aw
jūd bi-m

ā huw
a m

aw
jūd

）
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に

共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
私
が
言
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
技
術
（
＝
形
而
上
学
）
の
主
題
（al-m

aw
ḍū ʻ

）
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
こ
の
何
で
あ
る
か
性
（m

āhiyyah

）
を
学
び
定
立
す
る
た
め
に
、
こ
の
学
問

（
＝
形
而
上
学
）
以
外
の
学
問
が
そ
こ
に
お
け
る
状
態
の
解
明
を
請
け
負
わ
さ
れ
る
必
要
が
な
く
（
主
題
を
、
ま
さ
に
そ
の
主
題
を

も
つ
学
問
に
お
い
て
定
立
し
そ
の
何
で
あ
る
か
性
を
確
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
性
な
た
め
）、
む
し
ろ
た
だ
そ
の
存
在
（anniyyah

）

と
何
で
あ
る
か
性
（m

āhiyyah

）
の
み
を
前
提
と
す
る
の
だ
。
よ
っ
て
こ
の
学
問
の
第
一
の
主
題
は
、
存
在
者
で
あ
る
限
り
の
存
在

者
で
あ
り
、
そ
の
探
求
対
象
は
、
無
条
件
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
に
附
随
す
る
こ
と
で
あ
る）

43
（

。

「神学」と「存在論」
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つ
ま
り
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
形
而
上
学
の
「
主
題
＝
存
在
者
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
」、「
探
求
対
象
＝
神
や
存
在
者
に
付
随
す
る
も
の
な

ど
多
数
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
E
巻
で
記
述
し
た
、「
神
学
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
探
求
さ
れ

る
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」
と
い
う
構
図
を
逆
転
さ
せ
た
の
で
あ
る）

44
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
る
存
在
論
へ
の
強

調
と
い
う
先
例
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

３
．
３
　
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
お
け
る
形
而
上
学
観
の
展
開

そ
れ
で
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
キ
ン
デ
ィ
ー
的
な
形
而
上
学
と
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
の
同
一
視
の
段
階
か
ら
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
的
な
存

在
論
的
段
階
へ
と
進
み
、
神
学
的
問
い
を
形
而
上
学
と
い
う
存
在
の
学
の
ひ
と
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
す
る
こ
と
で
決
着
を
つ
け
た
の
だ
ろ
う

か
。
全
体
と
し
て
そ
の
流
れ
は
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
『
治
癒
の
書
』「
形
而
上
学
」
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
存
在
論
で
は
取
り
扱
わ
な
い
よ
う
な
内
容
も
多
く
含
ん
で
い
る
。
第
８
巻
で
第
一
原
因
、
つ
ま
り
神
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、

第
９
巻
で
彼
は
摂
理
や
悪
や
死
後
の
生
に
つ
い
て
論
じ
、
第
10
巻
で
は
祈
り
や
宗
教
儀
礼
や
共
同
体
や
イ
マ
ー
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
。
つ

ま
り
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
「
形
而
上
学
」
の
う
ち
に
、
神
に
か
ん
す
る
議
論
の
み
な
ら
ず
、
き
わ
め
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的）

45
（

か
つ
イ
ス

ラ
ー
ム
的
な
題
材
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
第
10
巻
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
枠
組
み
か
ら
も
外
れ
、
ま
っ
た
く
イ
ス
ラ
ー
ム
的

で
あ
る）

46
（

。
つ
ま
り
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
『
治
癒
の
書
』「
形
而
上
学
」
に
お
い
て
主
題
を
存
在
者
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
、
探
求
対
象
を
神

と
し
た
点
で
正
し
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
解
釈
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
『
形
而
上
学
』
の
言
う

「
神
学
」
に
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
も
の
を
組
み
込
も
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派
の
影
響
下
に
あ
る
と
言
え
る）

47
（

。

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
こ
の
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派
と
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
中
間
に
立
つ
態
度
は
、
彼
の
後
期
の
代
表
作
『
示
唆
と
警
告
』
に
お

い
て
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
作
品
は
第
一
部
が
論
理
学
、
第
二
部
が
自
然
学
と
形
而
上
学
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
二
部
の
後
半
は
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19
世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け
て
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
よ
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
、
神
秘
主
義
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
解
釈
はG

utas

に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る）

48
（

。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
『
示
唆
と
警
告
』
第
二
部
で
明
ら
か
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
的
含
意
の
あ
る
テ
ー
マ
を
取
り
扱

い
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
理
性
主
義
的
な
態
度
を
崩
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。Janssens

が
言
う
よ
う
に
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
『
示
唆
と
警

告
』
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
神
秘
的
現
象
に
、
明
ら
か
に
自
然
主
義
的
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
彼
の
哲
学
は
「
哲
学
的
神
秘
主
義
よ

り
も
、
神
秘
主
義
的
用
語
、
表
現
、
現
象
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
哲
学
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）

49
（

と
解
釈
す
る
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
後
期
作
品
は
ガ
ズ
ナ
朝
と
の
戦
争
の
さ
な
か
に
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
、
東
方
哲
学
と
西

方
哲
学）

50
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の
統
合
を
目
指
し
て
書
か
れ
た
『
公
正
な
る
判
断
の
書
』
が
あ
る
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
後
期
の
代
表
作
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
こ
の

作
品
は
、
幸
い
そ
の
一
部
が
我
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』、
擬
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
神
学
』）

51
（

注

釈
、
そ
し
て
『
形
而
上
学
』
Λ
巻
の
注
釈
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
駆
け
足
で
は
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
そ
の
も
の
に
端
を
発
す
る
、「
神
学
」
と
し
て
の
『
形
而
上
学
』
と

「
存
在
論
」
と
し
て
の
『
形
而
上
学
』
の
解
釈
の
歴
史
を
眺
め
て
き
た
。『
形
而
上
学
』
を
神
学
と
す
る
解
釈
は
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
す

で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
う
ち
に
内
在
し
て
お
り
、
後
期
古
代
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
は
そ
れ
を
決
定
的
な
流
れ
と
し
た
。
こ

れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
う
ち
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
い
う
異
教
の
学
問
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
キ
ン
デ
ィ
ー
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
キ
ン
デ
ィ
ー
は
形
而
上
学
の
神
学
と
し
て
の
性
格
を
精
一
杯
強
調
し
、
宗
教
（
＝
イ
ス
ラ
ー
ム
）
と
哲
学
は
矛
盾
す
る
も
の
で
な

く
、
む
し
ろ
同
じ
真
理
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
一
世
代
後
の
サ
ー
ビ
ト
・
イ
ブ
ン
・
ク
ッ
ラ
が
残
し
た
『
形
而
上
学
』
の
注

釈
も
Λ
巻
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
期
古
代
か
ら
続
く
神
学
重
視
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
っ

「神学」と「存在論」
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て
一
変
す
る
。
彼
は
形
而
上
学
を
む
し
ろ
存
在
者
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
を
探
求
す
る
学
問
で
あ
る
と
し
、
神
学
は
そ
の
一
部
門
に
過

ぎ
な
い
と
し
た
。
こ
の
流
れ
の
な
か
に
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
登
場
す
る
。
彼
は
キ
ン
デ
ィ
ー
学
派
の
影
響
が
強
い
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
で
成
長

し
、
同
時
に
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
っ
て
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。『
治
癒
の
書
』「
形
而
上
学
」
に
お
け
る
、
主
題
と
し
て
の
存
在
者
で

あ
る
限
り
の
存
在
者
、
探
求
対
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
神
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
E
巻
の
逆
転
の
よ
う
な
構
図
は
、

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
と
い
う
先
駆
者
な
し
で
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
形
而
上
学
の
解
釈
を
新
た
な
段
階
へ
と
引

き
上
げ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
的
ト
ピ
ッ
ク
を
積
極
的
に
組
み
込
ん
で
行
っ
た
。
そ
れ
は
20
世
紀
の
神
秘
家
た
ち
が
期
待
し
た

よ
う
な
「
神
秘
主
義
者
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
」
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
後
の
ガ
ザ
ー
リ
ー
（1056–1111

）
た
ち
が
展
開
し
た
哲
学
的

神
学
へ
の
道
筋
を
用
意
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う）

52
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