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ク
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世
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一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
出
現
し
た
ク
ィ
ア
理
論
は
、
明
ら
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究

の
方
向
を
、
大
き
く
蛇
行
さ
せ
た
。
そ
れ
ま
で
曖
昧
に
し
か
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ

た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
、
男
女
間
の
ヘ
テ
ロ
・
セ
ク
シ
ャ
ル
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
成
の
み
で

は
判
断
で
き
な
い
思
考
の
回
路
を
、
再
布
置
し
、
な
お
新
し
い
理
論
の
枠
組
み
を
構

築
し
よ
う
と
、ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。
初
期
に
お
い
て
、Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
ア
ク
テ
ィ

ブ
な
運
動
な
ど
と
連
帯
し
た
ク
ィ
ア
理
論
が
、
す
ぐ
に
様
々
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領

域
で
の
理
論
研
究
に
資
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
主
に
社
会
学
や
歴
史
学
に
応
用
さ
れ
た
ク
ィ
ア
理
論
が
、
日
本

文
学
研
究
の
分
析
に
は
、
思
い
の
ほ
か
に
浸
透
し
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
、

一
つ
に
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
特
化
さ
れ
た
形
で
語
ら
れ
が
ち
の
ク
ィ
ア
理
論

は
、
専
ら
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
政
治
的
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
と

い
う
理
解
が
日
本
で
は
一
般
的
で
あ
る
の
と
、
も
う
一
方
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
お
よ

び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
批
評
理
論
が
長
く
分
析
の
主
軸
と
し
て

機
能
し
て
き
た
経
緯
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
日
本
文
学
に

は
女
性
作
家
の
作
品
を
「
女
流
文
学
」、「
女
性
文
学
」
と
呼
称
し
て
別
置
す
る
考
え

方
が
あ
り
、
例
え
ば
書
店
に
は
男
性
作
家
と
は
別
に
「
女
性
作
家
」
と
い
う
棚
を
置

く
慣
習
が
、
長
く
存
続
し
た
。
最
初
か
ら
日
本
文
学
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
分
別
に

よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
平
安
文
学
を
除
い
て
、
文
学
の
担
い
手
は
男

性
で
あ
り
、
研
究
も
ま
た
男
性
文
学
（
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、
文
学
と
は
男
性
作
家
の

作
品
に
限
ら
れ
て
き
た
）
に
力
が
傾
け
ら
れ
、
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
も
樋
口
一
葉

や
田
村
俊
子
、
宮
本
百
合
子
や
林
芙
美
子
は
ま
る
で
「
名
誉
男
性
」
の
よ
う
な
扱
い

で
「
日
本
文
学
史
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
偏
頗
な
文
学
史
構
成
か
ら
男
女
二
元
構
造
の
外
側
に
あ
る

作
品
は
零
れ
落
ち
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。男
女
と
い
う
セ
ッ

ク
ス
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
括
り
つ
け
ら
れ
て
き
た
意
識

や
身
体
へ
の
認
知
の
み
で
は
量
れ
な
い
、
そ
の
外
側
に
あ
る
も
の
が
作
品
を
領
有
し

た
時
に
、
読
者
は
思
い
の
ほ
か
に
、
そ
の
こ
と
を
こ
れ
ま
で
の
凡
俗
な
男
女
二
元
構

造
で
理
解
し
て
し
ま
い
が
ち
な
の
だ
。
こ
の
「
奇
妙
な
」、あ
る
い
は
「
逸
脱
」
し
た

認
識
の
在
り
方
に
対
し
て
、
日
本
文
学
は
思
い
も
か
け
な
い
脆
さ
を
露
呈
す
る
。
そ

れ
は
逆
説
的
に
男
女
二
元
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
認
識
の
強
度
を
証
明
す
る
。
勿
論
、
世

界
の
状
況
で
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
峻
別
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
、

そ
れ
が
日
常
生
活
を
規
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
日
本
文
学
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
正

面
に
据
え
て
考
察
す
る
と
い
う
方
法
が
こ
れ
ま
で
探
ら
れ
ず
に
き
た
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
世
界
文
学
と
の
課
題
の
共
有
の
場
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に

も
、
新
た
な
照
射
を
文
学
研
究
に
与
え
る
こ
と
は
必
要
と
な
ろ
う
。
本
特
集
は
、
そ

の
よ
う
な
意
図
か
ら
企
図
さ
れ
、
同
時
に
新
た
な
研
究
の
方
法
を
、
模
索
す
る
も
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
王
洋
は
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
を
翻
訳
し
な
が
ら
谷
崎
潤
一
郎
に
受

日
本
現
代
文
学
と
ク
ィ
ア
理
論

―
世
界
文
学
と
の
接
点
を
求
め
て
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け
渡
さ
れ
た
「
怪
奇
趣
味
」
が
、
あ
る
種
の
韜
晦
的
な
デ
ィ
ス
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
を
巻
き
起
こ
し
て
、
そ
の
女
性
像
の
創
造
に
つ
な
が
っ
て
い
く
経
緯
を
論
じ
た
。

狭
間
に
落
ち
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
谷
崎
の
思
考
停
止
は
、
単
純
な
「
東
洋
趣
味
」
な

ど
で
は
な
く
、
あ
る
異
種
の
認
知
へ
の
気
づ
き
と
な
っ
て
い
る
。

森
祐
香
里
は
梅
崎
春
生
の
「
虹
」
で
、
花
子
と
い
う
プ
ロ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
と
名

指
し
さ
れ
よ
う
と
す
る
女
性
主
体
の
揺
ら
ぎ
に
注
目
し
た
。
ま
た
栗
山
雄
佑
は
、
目

取
真
俊
の
「
目
の
奥
の
森
」
を
対
象
に
、
圧
倒
的
な
存
在
と
し
て
作
品
の
中
心
に
据

え
ら
れ
た
「
暴
力
」
に
注
目
し
て
、
そ
れ
自
体
を
分
析
の
中
枢
に
据
え
た
。
そ
の
時

に
、
身
体
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
意
味
な
き
暴
力
の
要
因
を
支
え
る
不
確
か
で
出
口
の

な
い
「
欲
望
」
の
諸
相
を
見
出
し
て
い
く
。

エ
ス
テ
ル
・
ア
ン
ド
レ
ア
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
文
学
の
な
か
に
不
定
形
に
浮
遊
す
る
音
楽
の
力
に
注
目
し
て
、
こ

の
不
可
思
議
な
人
間
の
感
覚
の
問
題
を
基
軸
に
論
を
進
め
て
い
る
。
金
昇
渊
は
多
和

田
葉
子
の
『
献
灯
使
』
を
対
象
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
男
女
二
元
的
構
造
へ
の
懐
疑

に
貫
か
れ
た
作
者
の
意
思
を
読
み
取
る
。

こ
の
諸
論
文
か
ら
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
ク
ィ
ア
な
欲
望
、
そ
れ
は
奇
妙
な
、
あ

る
い
は
因
果
の
わ
か
ら
な
い
解
読
不
能
な
欲
望
と
で
も
翻
訳
さ
れ
よ
う
が
、
唐
突
に

人
間
に
訪
れ
る
身
体
を
通
し
た
他
者
、
そ
し
て
自
己
認
知
の
在
り
方
は
、
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
だ
け
に
固
定
さ
れ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の

行
為
や
交
渉
の
な
か
か
ら
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
、
そ
れ
ら
に

「
ク
ィ
ア
」
と
い
う
呼
称
を
与
え
た
と
き
に
、ク
ィ
ア
理
論
の
可
能
性
に
満
ち
た
将
来

が
理
解
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

文
学
が
人
間
の
内
面
を
描
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
面
を
支
え
る
身
体
や
意
識

に
起
こ
り
う
る
ド
ラ
マ
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
ク
ィ
ア
理
論
は
、

私
た
ち
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
小
さ
な
罅
（
ク
ラ
ッ
ク
）
を
生
じ
さ
せ
て
い
く
装
置

と
し
て
認
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
他
者
へ
の
想
像

力
に
満
ち
た
視
線
を
獲
得
す
る
道
で
あ
る
。
文
学
は
未
だ
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

読
者
の
理
解
と
共
感
を
待
ち
続
け
て
い
る
何
も
の
か
の
宝
庫
だ
。
そ
れ
を
開
く
カ
ギ

と
な
る
言
葉
と
し
て
の
「
ク
ィ
ア
ネ
ス
」
を
用
い
た
と
き
、
世
界
の
文
学
は
ほ
か
の

顔
を
顕
わ
し
て
共
振
し
、
共
有
の
問
題
を
語
り
始
め
る
に
違
い
な
い
。

（
本
学
名
誉
教
授
）


