
時
代
診
断
と
し
て
の
「
現
在
主
義
」

三

時
代
診
断
と
し
て
の
「
現
在
主
義
」

　
　
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
ト
ー
グ
『「
歴
史
」
の
体
制
』
を
め
ぐ
っ
て
　
　

鹿
　
島
　
　
　
徹

は
じ
め
に

一
九
八
九
年
か
ら
九
一
年
に
か
け
て
の
出
来
事
か
ら
私
た
ち
が
何
を
読
み

と
る
と
し
て
も
、
世
界
史
の
一
つ
の
時
代
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
と

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
と
と
も
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る

人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
一
頁
が
め
く
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　

日
本
で
も
多
く
の
読
者
を
も
つ
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
研
究
者
、
エ
リ
ッ
ク
・

ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
言
葉
で
あ
る
（
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム 1997

：337

）。
ベ
ル
リ
ン
の
壁

の
崩
壊
と
、
そ
れ
に
引
き
続
く
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
の
解
体
に

よ
っ
て
、
世
界
史
の
一
つ
の
時
代
が
終
わ
り
、
歴
史
の
頁
が
め
く
ら
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
感
覚
を
も
つ
人
は
、
少
な
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
こ
に
到
来
し
た
時
代
は
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

い
ま
ひ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
た
い
す
る
答
え
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
可
能
だ
ろ
う
。
自
由
民
主
主

義
が
人
類
に
と
り
最
終
的
な
政
治
体
制
で
あ
る
と
の
確
証
を
そ
こ
に
見
た
の
は
、

周
知
の
と
お
り
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ『
歴
史
の
終
焉
と
最
後
の
人
間
』（
一
九
九
二

年
）
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
同
時
期
に
生
じ
た
民
族
紛
争
や
宗
教
的
原
理
主

義
の
勃
興
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
、
そ
の
診
断
は
早
計
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え

る
。
さ
ら
に
は
、
一
九
八
〇
年
前
後
か
ら
英
米
を
中
心
に
採
用
さ
れ
た
新
自
由

主
義
的
政
策
に
領
導
さ
れ
、
世
界
単
一
市
場
の
成
立
を
背
景
に
推
進
さ
れ
て
い

る
経
済
的
・
文
化
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
、
こ
の
時
代
を
画
す
る
動
向

と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
抗
勢
力

の
動
き
や
世
界
同
時
不
況
に
象
徴
さ
れ
る
経
済
政
策
上
の
行
き
詰
ま
り
な
ど
か

ら
、
そ
の
ま
ま
で
説
得
力
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。

　

右
の
問
い
に
歴
史
家
の
立
場
か
ら
、
ユ
ニ
ー
ク
な
し
か
た
で
答
え
よ
う
と
し

た
著
作
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
ト
ー
グ
の
二
〇
〇
三
年
の
著
作
『「
歴
史
」

の
体
制
―
―
現
在
主
義
と
時
間
経
験
（Régim

es dʼhistoricité. Présentism
e 



四

et expériences du tem
ps

）』（
伊
藤
綾
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
が
そ
れ

で
あ
る
。
同
書
の
端
的
な
答
え
は
そ
の
副
題
に
も
あ
る
「
現
在
主
義
」、
す
な

わ
ち
「
す
べ
て
を
現
在
に
収
斂
さ
せ
る
態
度
が
支
配
し
て
い
る
状
況
」
と
い
う

も
の
だ（
１
）。

　

ア
ル
ト
ー
グ
の
診
断
の
方
法
論
的
基
礎
と
な
る
の
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ

て
い
る 

“régim
es dʼhistoricité

” 

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
日
本
語
訳
で
は
基

本
的
に
「「
歴
史
」
の
体
制
」
と
訳
し
て
お
り
、
本
稿
で
も
書
名
を
挙
げ
る
と

き
に
は
こ
の
呼
称
に
従
う
が
、
文
字
ど
お
り
に
は
「
歴
史
性
の
体
制
」
で
あ
る
。

こ
の
聞
き
慣
れ
な
い
用
語
法
は
、
し
か
し
け
っ
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。

二
〇
〇
九
年
に
ア
ル
ト
ー
グ
の
問
題
提
起
を
主
軸
に
据
え
た
論
集
『
さ
ま
ざ
ま

な
歴
史
性
（H

istoricités

）』
が
、
歴
史
研
究
者
を
中
心
に
哲
学
・
精
神
分

析
・
地
理
学
の
専
門
家
の
寄
稿
を
も
得
て
編
纂
・
出
版
さ
れ
た
さ
い
、
編
者
の

一
人
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ド
ラ
ク
ロ
ア
が
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　
「
歴
史
性
の
体
制
」
と
い
う
表
現
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
、
ア
ル
ト
ー
グ

の
一
九
八
三
年
の
論
文
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
リ
ン
ズ
と
歴
史
人
類
学
」
で
あ

る
。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ラ
ン
ク
リ
ュ
と
の
共
同

討
議
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
な
ど
し
た
が
、
人
類
学
と
歴
史
学
と
の

関
係
の
問
題
を
超
え
て
、
同
時
代
状
況
の
理
解
に
用
い
う
る
こ
と
に
ア
ル
ト
ー

グ
が
気
づ
い
た
の
は
、
壁
崩
壊
後
の
一
九
九
四
年
に
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
い

た
と
き
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
同
じ
年
に
『
ア
ナ
ー
ル
（
年
報
）』
誌
が
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
経
済
・
社
会
・
文
明
」
か
ら
「
歴
史
・
社
会
科
学
」
に
変
更

し
た
さ
い
、
そ
の
再
発
足
の
巻
頭
言
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
歴
史
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
制
を
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
理

解
す
る
こ
と（
２
）」
に
歴
史
学
の
大

ア
ン
ビ
シ
オ
ン

志
が
あ
る
と
し
て
、
他
の
社
会
科
学
か
ら
区

別
さ
れ
る
歴
史
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
『
ア

ナ
ー
ル
』
が
陥
っ
た
危
機
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

も
あ
っ
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
こ
の
言
葉
は
「
流
行
」
の
相
を
呈
し
、
さ
ら
に

世
紀
の
境
い
目
を
越
え
て
多
く
の
歴
史
研
究
者
に
よ
り
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る

に
い
た
っ
て
い
る
（D

elacroix 2009 : 29-31 ; cf. H
artog 2009 : 135

）。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
界
で
は
市
民
権
を
え
な
が
ら
、
日
本
語
で
は

し
か
し
異
様
で
も
あ
り
新
鮮
で
も
あ
る
「
歴
史
性
の
体
制
」
と
い
う
言
葉
を
軸

に
し
て
、「
現
在
主
義
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
ア
ル
ト
ー
グ
の
論
は
、

人
間
と
歴
史
の
関
わ
り
を
根
本
か
ら
問
い
な
が
ら
今
日
の
状
況
を
診
断
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。
思
想
的
に
は
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
さ
ら
に
は
ヴ
ァ

ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
（D

elacroix 2009 : 41

）、
本
稿

で
は
理
論
枠
組
み
の
次
元
で
と
く
に
関
係
の
深
い
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ク

と
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
同
書
の
議
論
の
結
構
と
奥
行

き
、
射
程
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

一
　「
歴
史
性
の
体
制
」
と
い
う
言
葉

　

そ
も
そ
も
「
歴
史
性
の
体
制
」
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
、
と
く
に
そ
の

「
歴
史
性
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
と
言
葉
の
系
譜
に
お
い
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
か
を
、
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。



時
代
診
断
と
し
て
の
「
現
在
主
義
」

五

⒜ 

日
本
語
の
「
歴
史
性
」

　

ま
ず
、「
歴
史
性
」
と
い
う
日
本
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
よ

う
。

　

こ
の
語
は
文
字
通
り
に
は
「
歴
史
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
」
を
意
味
し

て
お
り
、
具
体
的
に
は
「
特
定
の
歴
史
的
背
景
や
過
去
か
ら
の
由
来
・
来
歴
を

も
っ
て
い
る
こ
と
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
私
の
見
る
と
こ
ろ

で
は
、
文
脈
に
応
じ
て
積
極
的
お
よ
び
消
極
的
の
両
方
向
に
用
い
ら
れ
、

（
１
）「
歴
史
的
な
厚
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
と
、（
２
）「
歴
史
・
時
代
に

制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
へ
と
意
味
が
分
岐
す
る（
３
）。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
こ

の
語
は
、
ま
れ
に
し
か
用
い
ら
れ
ず
、
用
い
ら
れ
て
も
た
だ
ち
に
は
意
味
の
見

き
わ
め
が
た
い
高
踏
的
な
表
現
と
の
印
象
を
避
け
え
な
い
。

　

学
術
用
語
と
し
て
は
、
哲
学
的
・
思
想
的
文
献
に
「
歴
史
性
」
と
い
う
語
が

現
れ
た
と
き
に
は
、
右
の
一
般
的
な
意
味
を
前
提
に
、（
３
）「
歴
史
に
根
拠
を

も
っ
て
い
る
こ
と
」「
生
成
・
変
転
お
よ
び
そ
の
過
程
の
内
面
化
を
本
質
性
格

と
し
て
い
る
こ
と
」
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
人
間
存
在
の
歴
史
性
」
と

い
っ
た
言
い
回
し
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
ド
イ
ツ
語
の 

“Geschichtlichkeit

”と
い
う
語
を
背
景
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
由
来
は
通
常

は
デ
ィ
ル
タ
イ
、
さ
ら
に
は
遡
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
求
め
ら
れ
る
。
英
語
の
“hi-

storicity

”、
フ
ラ
ン
ス
語
の
“historicité

”も
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、

十
九
世
紀
後
半
に
こ
の
ド
イ
ツ
語
を
も
と
に
成
立
し
た
造
語
で
あ
る
と
い
う

（Renthe-Fink 1974 : 405f.

）。

　

そ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
を
受
け
て
「
歴
史
性
」
を
哲
学
的
根
本
概
念
と
し
て
定
着

さ
せ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
で
あ
っ
た
。
こ

の
書
の
今
日
ま
で
続
く
影
響
力
ゆ
え
に
「
歴
史
性
」
は
哲
学
用
語
と
し
て
、

（
４
）「
歴
史
を
歴
史
た
ら
し
め
る
動
的
根
本
構
造
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
原
語

の
語
尾
“-keit

”が
具
体
的
な
事
物
・
事
柄
を
指
し
う
る
―
―
た
と
え
ば

Einsam
keit

（
淋
し
い
場
所
）・Schw

ierigkeit

（
難
点
）
―
―
の
に
た
い
し
、

日
本
語
の
「
性
」
と
い
う
語
尾
は
抽
象
名
詞
を
形
成
す
る
機
能
を
し
か
有
し
な

い
た
め
、
一
般
に
は
理
解
困
難
な
語
法
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え

『
存
在
と
時
間
』
の
影
響
の
も
と
、
あ
る
い
は
直
接
に
そ
の
用
語
の
訳
語
と
し

て
「
歴
史
性
」
と
い
う
日
本
語
が
成
立
し
、
流
布
し
た
と
す
る
な
ら
ば（
４
）、
こ
の

成
立
の
由
来
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
「
歴
史
性
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
現
在
と
く
に
哲
学
的
議

論
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
欧
米
で
も
状
況
は
同
じ
で
あ
り
、

た
と
え
ば
二
〇
〇
九
年
にBlackw

ell Com
panions to Philosophy 

シ
リ
ー

ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
浩
瀚
な
歴
史
哲
学
概
説
（T

ucker 2009

）
を
見

て
も
、
“historicity

”と
い
う
語
が
現
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
「
現
象
学
」
と
題

さ
れ
る
章
に
お
い
て
で
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
思
想
伝
統
の
文
脈
に

お
い
て
使
用
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
歴
史
性
」
は
哲
学

史
的
概
念
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

⒝
「
歴
史
性
の
体
制
」

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
ア
ル
ト
ー
グ
が
“historicité

”と
い
う
語
を
用
い
る
に



六

あ
た
っ
て
は
、
右
の
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
と
い
た
る
用
語
の
系
譜
に

た
い
し
、
意
識
的
に
距
離
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（H
artog 2003 : 20 ; 

訳33

）。
さ
ら
に
は
十
九
世
紀
前
半
に
起
源
を
も
ち
、
二
十

世
紀
初
頭
の
神
学
論
争
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
、
独
・
英
・
仏
語
で
は

一
般
に
定
着
す
る
ま
で
に
な
っ
た
、（
５
）「（
神
話
・
伝
説
な
ど
に
た
い
す

る
）
歴
史
的
事
実
性
・
史
実
性
」
と
い
う
意
味
で
の
「
歴
史
性
」
の
語
法

（Renthe- Fink 1974 : 405, 407
）
に
い
た
っ
て
は
、
一
顧
だ
に
し
な
い
。
彼
が

自
分
の
語
法
の
先
行
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ

=

ス
ト
ロ
ー
ス
と
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
の
著
作
で
あ
る
。

　

ル
フ
ォ
ー
ル
は
一
九
五
二
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
歴
史
哲
学
批
判
の
論
考
「「
歴
史

な
き
」
社
会
と
歴
史
性
」
で
、「
歴
史
性
」
を
「
人
び
と
が
過
去
お
よ
び
未
来

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
取
り
結
ぶ
一
般
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（Lefort 1952 : 65

）
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を

ア
ル
ト
ー
グ
は
「
現
在
を
明
確
に
考
慮
に
入
れ
る
点
だ
け
が
欠
け
て
い
る
」
と

留
保
し
つ
つ
も
、
今
日
な
お
有
効
な
定
義
と
し
て
受
け
入
れ
る
（H

artog 

2003 : 37 ; 

訳60

）。
一
九
六
〇
年
に
「
歴
史
的
温
度
（tem

pérature histori-

que

）」
の
寒
暖
に
よ
り
社
会
を
「
冷
た
い
社
会
」
と
「
熱
い
社
会
」
に
区
別

す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
ん
だ
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー

ス
は
、
一
九
八
三
年
の
論
考
「
歴
史
学
と
民
族
学
」
に
お
い
て
、
社
会
は
統
一

的
な
「
歴
史
性
の
度
合
い
（degré

）」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
歴
史
と
の
関
わ

り
方
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
区
別
・
分
析
さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
。

ア
ル
ト
ー
グ
は
こ
の
主
張
を
「
歴
史
性
の
様
態
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
こ
の
歴
史
性
を
生
き
、
考
察
し
、
そ
れ
を
用
い
も
す
る

仕
方
、
過
去

0

0

・
現
在

0

0

・
未
来
を
分
節
化
す
る
様
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
歴
史
性
の
体
制

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
」
と
敷
衍
す
る
（34-6 ; 

訳55-9

）。

　

こ
れ
ら
の
用
例
を
受
け
て
、
ア
ル
ト
ー
グ
は
「
歴
史
性
」
を
〈
時
間
を
過

去
・
現
在
・
未
来
へ
と
分
節
化
す
る
働
き
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た

時
間
経
験
の
基
本
枠
組
み
〉
と
い
う
意
味
で
用
い
て
ゆ
く
（118 : 

訳181

）。
こ

れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
形
の
「
歴
史
性
の
体
制

（régim
es

）」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
“régim

e

”と
は
、『「
歴
史
」
の

体
制
』
日
本
語
版
へ
の
序
文
で
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
義
で
使

わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
語
義
は
「
暫
定
的
で
不
安
定
な
も
の

で
あ
る
が
あ
る
種
の
均
衡
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
」（
訳5

）
点
で
共
通
し
て
い

る
。
一
社
会
・
一
時
代
に
お
い
て
内
部
的
変
動
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
つ
ど
支
配

的
な
時
間
的
分
節
化
構
造
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
の
想
定
に
立
っ
て
、
“régi-

m
es dʼhistoricité

”と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
表
現
に
ど
の
よ
う
な
訳
語
を
当
て
る
の
か
は
難
し
い
。「
歴
史
性
」
と

い
う
日
本
語
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
一
般
に
は
意
味
不
明
で
、
焦
点
が
明
確

に
は
定
ま
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
ま
で
の
系
譜
を

背
景
に
し
た
哲
学
用
語
と
し
て
術
語
化
で
き
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
ア
ル

ト
ー
グ
は
こ
の
系
譜
に
距
離
を
置
い
て
い
る
。
日
本
語
の
「
性
」
と
い
う
語
尾

で
は
表
現
で
き
な
い
分
節
化
構
造
が
意
味
さ
れ
て
も
い
る
。
す
る
と
そ
も
そ
も

「
歴
史
性
」
と
い
う
語
を
使
う
の
は
禁
じ
手
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
説
明

的
に
「
そ
の
つ
ど
歴
史
を
可
能
に
す
る
各
時
代
に
固
有
な
時
間
分
節
化
の
支
配

的
枠
組
み
」
と
で
も
意
訳
す
る
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
で
は
原
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語
の
簡
潔
な
表
現
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
で
は
「「
歴
史
」
の
体

制
」
と
い
う
カ
ギ
括
弧
を
用
い
る
訳
語
が
妥
当
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
に
わ

か
に
結
論
は
出
せ
な
い
が
、
し
か
し
新
奇
な
表
現
が
そ
の
思
想
的
イ
ン
パ
ク
ト

に
よ
っ
て
従
来
の
言
葉
遣
い
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
点
に
鑑
み
て
、

と
り
あ
え
ず
右
の
意
訳
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
「
歴
史
性
の
体
制
」
の
ま
ま
で

議
論
を
深
め
て
ゆ
く
の
が
次
善
の
策
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
　
コ
ゼ
レ
ク
と
リ
ク
ー
ル

　
「
歴
史
性
の
体
制
」
は
、
人
と
歴
史
の
関
わ
り
を
時
代
・
社
会
ご
と
に
区
別

し
て
特
徴
づ
け
、
相
互
に
比
較
検
討
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
発
見
法
的
（heuristique

）」（27 ; 

訳44

）
な
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
他
方

で
は
、
そ
の
特
定
の
あ
り
よ
う
を
、
た
と
え
ば
「
歴
史
性
の
旧
体
制
」
な
ど
と

特
徴
づ
け
る
の
に
役
立
つ
程
度
に
は
記
述
的
な
概
念
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ふ
く
ら
み
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
直
接
に

は
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ク
の
「
歴
史
的
時
間
」
論
、
間
接
的
に
は
ポ
ー

ル
・
リ
ク
ー
ル
の
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
の
影
響
が
大
き
い
。
そ
こ
で
こ
の

両
者
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⒜ 

コ
ゼ
レ
ク
の
「
歴
史
的
時
間
」
論

　
「
歴
史
性
の
体
制
」
は
コ
ゼ
レ
ク
に
お
い
て
「
歴
史
的
時
間
（geschichtliche 

Zeit

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
応
し
て
い
る
（28 ; 

訳45

）。
じ
っ
さ
い
そ
の
概

念
の
彫
琢
に
あ
た
っ
て
は
、
コ
ゼ
レ
ク
の
論
考
「〈
経
験
の
空
間
〉
と
〈
予
期

の
地
平
〉
―
―
二
つ
の
史
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」（
一
九
七
五
年
）
に
示
唆
を
え
た

と
い
う
（19 ; 

訳32

）。
コ
ゼ
レ
ク
の
こ
の
論
考
を
参
照
す
る
こ
と
で
、「
歴
史

性
の
体
制
」
概
念
の
理
解
に
あ
た
り
重
要
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
が
浮
か
び
上
が
る

は
ず
だ
。
い
ま
そ
れ
を
、（
１
）
過
去
・
未
来
の
意
味
、（
２
）
時
代
特
性
の
記

述
、（
３
）「
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
三
点
に
わ
た
っ
て
析

出
し
て
み
よ
う
。

　
（
１
）
物
理
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
時
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
の
今
だ
け

が
「
あ
る
」
の
で
あ
り
、
過
去
は
も
う
「
な
い
」、
未
来
は
ま
だ
「
な
い
」
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
は
過
去
は
経
験
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
未
来
は
予
期
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
の
現
在
に
影
響
を

与
え
て
い
る
。
ア
ル
ト
ー
グ
「
歴
史
性
の
体
制
」
論
に
お
い
て
も
、
過
去
・
未

来
と
言
わ
れ
る
と
き
に
は
そ
れ
ぞ
れ
経
験
と
予
期
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

コ
ゼ
レ
ク
に
よ
れ
ば
、
経
験
に
は
各
人
が
み
ず
か
ら
な
し
た
こ
と
や
、
他
者

の
事
績
で
直
接
・
間
接
に
知
り
え
た
こ
と
が
、
時
系
列
的
に
整
序
さ
れ
ず
に
層

を
な
し
て
蓄
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
部
分
に
も
ラ
ン
ダ
ム
に
ア
ク
セ
ス
可

能
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
「
空
間
」
と
い
う
三
次
元
的
な
比
喩
が
ふ
さ
わ
し

い
。
他
方
、
予
期
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
が
展
望
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
事
柄
の
成
就
も
し
く
は
挫
折
に
よ
っ
て
新
た
な
経
験
が
生
み

出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
予
期
が
新
た
な
予
期
に
取
っ
て
代
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

「
地
平
（
線
）」
と
い
う
比
喩
が
当
て
は
ま
る
。
過
去
と
未
来
を
超
越
的
な
視



八

点
か
ら
鳥
瞰
す
る
な
ら
、
両
者
い
ず
れ
も
特
定
の
内
容
に
充
填
さ
れ
た
同
等
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
つ
ど
の
今
に
即
し
て
見
る
な
ら
、
未
来
は

未
了
の
も
の
と
し
て
現
実
的
内
容
を
欠
い
て
お
り
、
過
去
は
不
確
定
な
要
素
が

あ
る
に
し
て
も
ひ
と
ま
ず
特
定
の
内
容
に
充
填
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
存
在
様
式
を
も
ち
、
不
等
で
非
対
称
的
な
も
の
で
あ
る

（K
oselleck 1975 : 354-6

）。

　

こ
の
「
経
験
の
空
間
（Erfahrungsraum

）」
と
「
予
期
の
地
平

（Erw
artungshorizont

）
（
５
）」
と
の
緊
張
関
係
に
基
づ
い
て
、「
歴
史
的
時
間
」

が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
経
験
の
空
間
は
、
既
定
の
内
容
に
充
た
さ
れ
つ
つ
も
、

そ
の
つ
ど
予
期
の
地
平
か
ら
顧
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
光
の
も
と
に

照
ら
し
だ
さ
れ
る
。
予
期
の
地
平
の
ほ
う
も
、
過
去
か
ら
の
飛
躍
や
断
絶
を
伴

い
な
が
ら
、
お
お
か
た
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
依
拠
し
て
成
立
す
る
。
両
者
が

形
成
す
る
こ
の
相
互
依
存
と
分
離
、
つ
ま
り
は
緊
張
の
関
係
の
も
と
で
ひ
と
は

歴
史
を
認
識
し
、
か
つ
歴
史
的
に
行
為
し
て
い
る
（357-9

）。
経
験
と
予
期
は

こ
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
「
歴
史
の
認
識
の
条
件
」
で
あ
り
、
と
同
時
に
「
現

実
の
歴
史
の
可
能
性
の
条
件
」（353

）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
２
）
歴
史
的
時
間
の
こ
の
内
的
構
造
は
、
そ
の
変
動
に
お
い
て
時
代
を
区

分
す
る
指
標
に
な
る
。

　

コ
ゼ
レ
ク
の
見
る
と
こ
ろ
、
前
近
代
に
お
い
て
は
予
期
は
そ
れ
ま
で
の
経
験

か
ら
汲
み
だ
さ
れ
、
基
本
的
に
同
じ
経
験
を
先
行
世
代
も
後
続
世
代
も
行
っ
て

い
た
。
生
活
世
界
の
秩
序
を
揺
る
が
す
よ
う
な
分
裂
が
、
経
験
と
予
期
の
あ
い

だ
に
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
科
学
的
・
技

術
的
、
社
会
的
・
政
治
的
に
そ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
は
予
期
し
え
な
い
さ
ま
ざ

ま
な
出
来
事
―
―
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
、
異
な
る
発
展
段
階
に
あ
る
諸
民
族

と
の
出
会
い
、
産
業
と
資
本
に
よ
る
身
分
秩
序
の
解
体
な
ど
―
―
が
生
じ
た
結

果
、
予
期
は
経
験
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
な
く
な
り
、
経
験
が
予
期
か
ら
振
り

返
ら
れ
新
た
に
意
味
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
意
味
で

「
経
験
の
空
間
」
と
「
予
期
の
地
平
」
が
分
裂
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
り
、
最

終
的
に
十
八
世
紀
末
に
「
進
歩
」
と
い
う
観
念
が
成
立
し
て
、
歴
史
全
体
が
人

間
に
よ
り
計
画
さ
れ
実
行
さ
れ
る
完
成
へ
の
過
程
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
（360-9

）
（
６
）。

　

以
下
に
も
見
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
前
近
代
と
近
代
の
時
代

区
分
を
、
ア
ル
ト
ー
グ
も
歴
史
性
の
「
旧

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム

体
制
」
と
「
近
代
的
体
制
」
の

区
別
と
し
て
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
３
）
コ
ゼ
レ
ク
は
「
経
験
の
空
間
」
と
「
予
期
の
地
平
」
を
「
メ
タ
ヒ
ス

ト
リ
ー
的
（m

etahistorisch

）
カ
テ
ゴ
リ
ー
」（354f., 374

）
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
表
現
に
は
少
な
く
と
も
二
重
の
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
れ
ば
四
重
の
意
味
が

含
ま
れ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

コ
ゼ
レ
ク
に
よ
れ
ば
歴
史
家
の
言
葉
は
、
す
で
に
言
語
化
さ
れ
て
い
る
事
象

を
史
料
に
即
し
て
探
究
す
る
「
史
料
言
語
」
と
、
言
語
的
に
分
節
化
さ
れ
て
い

な
い
事
象
を
仮
説
の
助
け
を
借
り
て
再
構
成
す
る
さ
い
に
用
い
る
「
史
学
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
と
に
区
別
さ
れ
、「
経
験
の
空
間
」
と
「
予
期
の
地
平
」
は
ひ
と

ま
ず
後
者
に
あ
た
る
。
同
様
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
「
生
産
力
と
生
産
関
係
」「
味

方
と
敵
」「
空
間
と
時
間
」
な
ど
が
あ
る
が
、
し
か
し
経
験
・
予
期
は
そ
れ
ら
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九

よ
り
普
遍
的
で
、「
そ
れ
な
し
に
は
歴
史
が
可
能
で
は
な
く
考
え
る
こ
と
す
ら

で
き
な
い
人
間
学
的
所
与
」（352

）
で
あ
る
。
経
験
と
予
期
は
右
に
も
見
た
よ

う
に
「
現
実
の
歴
史
の
可
能
性
の
条
件
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
歴
史
の
認
識
の

条
件
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
そ
の
緊
張
関
係
と
も
ど
も
メ
タ
歴
史
的
／

メ
タ
史
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
①
）。

　

と
こ
ろ
で
両
概
念
は
、
近
代
の
成
立
と
い
う
特
定
の
歴
史
事
象
を
認
識
し
表

現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、「
史
学
的
適
用
」（374

）
が
可
能
で
あ

り
（
②
）、
そ
の
点
で
単
に
「
超
越
論
的
」
な
も
の
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
さ

ら
に
は
、
両
者
の
非
対
称
的
関
係
が
認
識
さ
れ
た
の
が
、
近
代
の
成
立
期
に
ほ

か
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
り
近
代
の
「
進
歩
」
の
立
場
が
も
つ
経
験
の
軽

視
と
い
う
一
面
性
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
点
か
ら
見
て
（374f.

）、
メ
タ

ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
み
ず
か
ら
の
成
立
へ
の
反
省
機
能
（
③
）
と

同
時
代
へ
の
批
判
機
能
（
④
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ア
ル
ト
ー
グ
は
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
表
現
を
積
極
的
に

用
い
る
こ
と
は
な
い
が
、
す
で
に
見
た
コ
ゼ
レ
ク
の
影
響
か
ら
推
し
て
、「
歴

史
性
の
体
制
」
も
ま
た
こ
れ
ら
四
重
の
要
素
を
含
む
概
念
ス
テ
ー
タ
ス
を
も
つ

も
の
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
可
能
か
つ
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
７
）。

　

な
お
「
経
験
と
予
期
の
非
対
称
的
関
係
は
近
代
成
立
期
の
認
識
産
物
で
あ

る
」
と
の
コ
ゼ
レ
ク
の
主
張
は
、
直
接
に
は
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
『
青
い
花
』

（
一
八
〇
二
年
）
に
「
希
望
と
想
起
と
か
ら
歴
史
を
構
成
す
る
（zusam

m
ensetzen

）

こ
と
を
ひ
と
は
学
ぶ
」
と
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
だ
。
じ
っ
さ

い
こ
の
言
葉
に
手
が
か
り
を
え
て
彼
は
論
を
進
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
（352f.

）。

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
へ
の
こ
う
し
た
依
拠
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
頂
点
と
す
る
思
弁
的
歴

史
哲
学
の
伝
統
か
ら
一
線
を
画
す
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し

た
い
。
十
八
世
紀
後
半
に
単
数
形
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
歴
史
と
そ
の
認
識
の
諸
条
件

に
か
か
わ
る
超
越
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
、
歴
史
理
論
が
ま

だ
観
念
論
的
体
系
へ
と
硬
直
化
し
て
は
い
な
い
時
代
に
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
い
た

の
で
あ
る
（349, 352

）。
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
支
配
的
で
あ
っ

た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
哲
学
の
影
響
を
可
能
な
か
ぎ
り
払
拭
し
、
右
の
時
期
に
歴

史
理
論
の
萌
芽
と
し
て
存
在
し
た
も
の
に
立
ち
戻
る
し
か
た
で
、
コ
ゼ
レ
ク
は

新
た
に
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
理
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ト
ー
グ
も

ま
た
そ
れ
を
受
け
て
、
こ
の
理
論
伝
統
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う（
８
）。

⒝ 

リ
ク
ー
ル
の
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」

　

ア
ル
ト
ー
グ
は
「
歴
史
性
の
体
制
」
に
、「
現
在
」
を
構
成
要
素
と
し
て
明

示
的
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
以
上
に
見
た
コ
ゼ
レ
ク
の
論
で
は
、

「
現
在
」
を
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
に
想
起

さ
れ
る
の
が
、
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』
第
Ⅲ
巻
（
一
九
八
五
年
）
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
そ
こ
で
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
の
名
の
も
と
に
、
コ
ゼ
レ
ク
の

論
を
踏
襲
し
つ
つ
、
一
歩
進
ん
で
「
現
在
」
の
も
つ
固
有
の
意
義
に
焦
点
を
当

て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
ル
ト
ー
グ
は
、『
時
間
と
物
語
』
に
触
れ
は
し
て
も
、



一
〇

そ
の
理
論
枠
組
み
を
参
照
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
「
現

在
」
の
捉
え
方
に
お
い
て
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば

そ
の
相
違
に
は
、「
現
在
主
義
」
と
い
う
同
時
代
へ
の
診
断
を
く
だ
す
ア
ル

ト
ー
グ
の
、
リ
ク
ー
ル
と
の
隠
然
た
る
、
し
か
し
ま
こ
と
に
先
鋭
な
思
想
的
対

立
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
で
リ
ク
ー
ル
の
影
響
は
、
コ
ゼ
レ
ク
に
も
増
し

て
大
き
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い（
９
）。

　

そ
こ
で
、（
１
）
リ
ク
ー
ル
の
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
の
構
想
、（
２
）
メ

タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
受
容
、（
３
）
そ
の
「
現
在
」
の
性
格
づ
け

に
つ
い
て
の
理
解
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
１
）
リ
ク
ー
ル
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
過
不
足

な
く
捉
え
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
『
時
間
と
物
語
』
の
歴
史
理
論
上
の
立

場
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

時
間
と
物
語
の
相
互
的
関
係
を
主
題
と
す
る
こ
の
大
著
は
、
哲
学
的
歴
史
理

論
と
し
て
は
物
語
り
派
の
立
場
に
立
つ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
貫 

2010；

鹿
島 2006

）。
だ
が
こ
れ
は
リ
ク
ー
ル
の
自
己
了
解
に
は
反
す
る
。
彼
は

ギ
ャ
リ
ー
や
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
ら
の
物
語
り
派
歴
史
哲
学
を
、
ヘ
ン
ペ
ル

ら
の
法
則
モ
デ
ル
理
論
よ
り
は
歴
史
の
物
語
り
性
を
捉
え
て
い
る
点
で
優
れ
て

い
る
と
は
し
な
が
ら
も
、「
物
語
の
領
野
に
お
け
る
歴
史
の
特
殊
性
を
正
し
く

評
価
し
て
い
な
い
」（Ricœ

ur 1983 : 400 ; 

訳394

）
と
批
判
的
に
論
評
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
時
間
と
物
語
』
の
第
Ⅰ
巻
で
は
、「
物
語
り
形
式

か
ら
も
っ
と
も
隔
た
っ
た
歴
史
学
と
い
え
ど
も
、
派
生
の
関
係
に
よ
っ
て
物
語

り
的
理
解
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
い
る
」（165f. ; 

訳160

）
と
の
テ
ー
ゼ

を
立
て
、
ブ
ロ
ー
デ
ル
『
地
中
海
』
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
詳
細
に
こ
れ
を
論
証

し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
物
語
り
的
理
解
と
の
な
に
が
し
か
の
結
び
つ

き
が
な
け
れ
ば
、
歴
史
学
は
社
会
科
学
の
総
和
へ
と
解
消
さ
れ
て
そ
の
固
有
性

を
失
っ
て
し
ま
う
と
の
観
点
か
ら
す
る
、
歴
史
学
擁
護
の
立
論
な
の
で
あ
り

（165, 315 ; 

訳159, 309

）、『
ア
ナ
ー
ル
』
で
も
同
時
期
に
問
題
と
な
っ
て
い
た

歴
史
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
し
よ
う
と
の
試
み
な
の
で
あ
る
。
右
の

テ
ー
ゼ
で
い
う
「
派
生
（dérivation

）」
と
は
あ
く
ま
で
「
間
接
的
な
関
係
」

の
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
学
的
説
明
が
す
べ
て
物
語
り
的
説
明
に
解
消
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
歴
史
学
の
こ
の
特
有
の
性
格
を
示
す
た
め
に
こ
そ
リ
ク
ー
ル
は
、

法
則
的
説
明
を
う
ち
に
含
む
「
準0

（quasi

）−

筋
立
て
」、
地
域
的
組
織
・
制
度

的
構
造
・
時
間
的
連
続
性
を
備
え
諸
個
人
が
そ
こ
に
参
加
的
に
所
属
す
る
歴
史

叙
述
の
基
本
対
象
と
し
て
の
「
準0

−

登
場
人
物
」、
長
期
持
続
を
も
含
む
複
数

の
時
間
を
単
位
と
す
る
「
準0

−

出
来
事
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な

歴
史
叙
述
を
読
み
解
く
の
で
あ
る
（322ff. ; 

訳316ff.

）。

　

さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
物
語
り
派
に
よ
っ
て
は
扱
い
え
な
い
問
題
系
と
し

て
、
①
歴
史
叙
述
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
差
異
と
連
関
、
②
現
実
の
歴
史
過
程
と

人
間
と
の
関
わ
り
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
、
こ
の
二
点
を
め
ぐ
る
議
論
は
総
体

と
し
て
、
リ
ク
ー
ル
独
自
の
「
歴
史
的
時
間
（tem

ps historique

）」
論
を
形

成
す
る
。

　

歴
史
的
時
間
を
彼
は
ま
ず
、
均
質
・
直
線
的
・
不
可
逆
な
宇
宙
論
的
・
物
理

的
時
間
と
、
現
在
に
定
位
し
過
去
・
未
来
へ
志
向
性
を
向
け
る
心
理
的
・
現
象

学
的
時
間
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
。「
暦
法
的
時
間
」「
世
代
連



時
代
診
断
と
し
て
の
「
現
在
主
義
」

一
一

続
」「
痕
跡
」
を
結
合
子
と
し
て
、
歴
史
叙
述
は
「
生
き
ら
れ
た
時
間
」
を
宇

宙
論
的
時
間
に
再
記
入
し
、
歴
史
的
時
間
を
不
断
に
更
新
す
る
（Ricœ

ur 

1985 : 189ff. ; 

訳189ff.

）。
そ
れ
で
は
、
こ
の
歴
史
的
時
間
を
全
体
と
し
て
捉
え

る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
問
い
を
立
て
て
、
現
実
の
歴
史

過
程
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
問
題
と
す
る
の
が
、「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
と

呼
ば
れ
る
問
題
系
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
リ
ク
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
よ
う
な
一

切
の
歴
史
的
時
間
を
精
神
の
永
遠
の
現
在=

現
前
の
う
ち
に
止
揚
す
る
思
弁

的
試
み
が
、
今
日
で
は
信
憑
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

「
行
為
の
現
在
」
か
ら
す
る
過
去
と
未
来
の
媒
介
と
い
う
「
実
践
的
」
な
道
の

み
が
可
能
で
あ
る
と
し
、「
歴
史
を
作
る
意
識
と
歴
史
に
属
す
る
意
識
と
い
う

二
重
の
意
味
に
お
け
る
歴
史
意
識
（conscience historique

）」（15 ; 

訳8

）

を
主
題
と
す
る
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
２
）
リ
ク
ー
ル
に
よ
る
コ
ゼ
レ
ク
の
論
の
受
容
は
、「
予
期
の
地
平
」
を
意

識
的
に
「
経
験
の
空
間
」
よ
り
先
に
挙
げ
（458 ; 

訳462

）、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら

を
歴
史
意
識
の
分
肢
と
見
な
し
て
「
脱
自
態
（ek-stase

）」（186; 

訳186
）
と

呼
ぶ
な
ど
、『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
影
響
を
強
く
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
。
だ
が
「
歴
史
性
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
。
コ
ゼ
レ
ク
同

様
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
な
「
歴
史
性
」
論
で
は
「
歴
史
的
時
間
」
を
基

礎
づ
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
と
見
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

そ
の
「
予
期
の
地
平
」
と
「
経
験
の
空
間
」
を
、
リ
ク
ー
ル
は
コ
ゼ
レ
ク
に

な
ら
っ
て
「
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
呼
び
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の

可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
互
い
の
関
係
の
変
化
を
指
標
に
時
代
を
捉

え
る
機
能
を
も
つ
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
が
、
近
代
と
い
う
特
定
の
時
代
に
成

立
し
た
こ
と
も
ま
た
認
め
る
。
だ
が
コ
ゼ
レ
ク
が
予
期
の
地
平
の
拡
大
と
経
験

の
空
間
の
狭
隘
化
と
い
う
近
代
に
固
有
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
に
た
い
し
、

リ
ク
ー
ル
は
二
十
世
紀
末
の
状
況
に
論
の
焦
点
を
絞
り
込
む
。
十
八
世
紀
後
半

に
成
立
し
た
人
類
史
大
の
「
進
歩
」
の
観
念
は
、
い
ま
で
は
無
効
と
な
っ
て
い

る
。
も
は
や
前
例
が
な
く
経
験
に
依
拠
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
観
念
に
、
そ
れ
は
席
を
譲
っ
た
。
そ
の
た
め
に
予
期
と
経
験
は
完
全
な
分

裂
に
陥
り
つ
つ
あ
る
と
診
断
す
る
の
で
あ
る
（386-8 ; 

訳390-3

）。

　

と
こ
ろ
が
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
こ
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
倫
理
的
・
政
治
的
含
意
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
。
こ
こ

に
リ
ク
ー
ル
独
自
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。
純
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
予
期
の
支
配
に

抵
抗
し
て
、
人
間
が
責
任
を
も
っ
て
関
与
し
う
る
実
現
可
能
な
未
来
像
を
呈
示

し
、
経
験
の
空
間
の
狭
隘
化
に
抵
抗
し
て
、
か
つ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
成
就
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
可
能
性
を
生
き
生
き
と
甦
ら
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る

と
す
る
の
だ
。
そ
の
実
現
可
能
な
未
来
の
目
標
を
、
リ
ク
ー
ル
は
カ
ン
ト
を
参

照
し
て
「
個
人
や
非
国
家
管
理
の
集
団
こ
そ
が
最
終
的
な
権
利
主
体
で
あ
る
法

治
国
家
（un État de droit

）」
の
同
時
的
実
現
を
通
し
て
「
差
異
へ
の
権

利
」
を
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
権
利
が
保
護
さ
れ
る
状
態
と
定
式
化
し
て
い
る
（387-

390 ; 

訳392-4
）。

　
（
３
）
こ
の
実
践
的
要
請
に
応
え
る
「
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
（initiative

）」
の
資
格

を
、
リ
ク
ー
ル
は
「
現
在
」
に
与
え
る
の
で
あ
る
（414 ; 

訳414

）。
片
仮
名
語



一
二

と
し
て
定
着
し
て
い
る
「
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」
と
は
要
す
る
に
「
み
ず
か
ら
新
た

に
こ
と
を
始
め
る
行
為
お
よ
び
そ
の
能
力
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の

現
在
は
さ
ら
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
反
時
代
的
（unzeitgem

äß

）
考
察
』
を
念

頭
に
「
反
時
代
的
（intem

pestif

）」
と
も
形
容
さ
れ
る
（186 ; 

訳186

）。
敷
衍

す
れ
ば
こ
れ
は
ま
さ
に
「
時
宜
を
え
な
い
」、
つ
ま
り
は
「
時
期
尚
早
＝
未
来

を
先
取
り
す
る
」
に
し
て
「
時
代
遅
れ
な
＝
過
去
と
の
結
び
つ
き
を
保
持
す

る
」
現
在
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
リ
ク
ー
ル
の
「
現
在
」
理
解
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
ま
ず
そ
れ
が
歴

史
的
時
間
に
お
け
る
「
歴
史
的
」
現
在
と
し
て
、
集
団
的=

集
合
的
性
格
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
暦
法
的
時
間
に
よ
り
、
物
理
的
時
間

に
お
け
る
点
と
し
て
の
瞬
間
と
心
理
学
的
な
生
き
生
き
と
し
た
現
在
と
が
結
合

さ
れ
、
か
つ
新
た
な
始
ま
り
の
モ
デ
ル
が
暦
法
的
時
間
の
基
軸
点
か
ら
与
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
世
代
と
い
う
現
象
に
よ
り
補
強
さ
れ
て
、
経
験
の
共
通
の
場
と

捉
え
ら
れ
、
約
束
を
通
じ
て
他
者
と
の
対
話
的
次
元
、
ひ
い
て
は
公
共
空
間
の

世
界
市
民
的
次
元
に
結
び
つ
く
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（419-422 ; 
訳419-421

）。

　

第
二
に
こ
の
現
在
は
、
予
期
の
地
平
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
彼
方
へ
と
遠
ざ
か

り
、
経
験
の
空
間
が
死
ん
だ
沈
殿
物
の
集
積
に
変
わ
る
と
き
に
「
危
機
の
時

間
」
と
な
る
。
そ
れ
は
裁
き
の
時
間
で
あ
る
と
と
も
に
決
意
の
時
間
で
あ
る
。

合
理
的
に
現
実
化
可
能
な
望
ま
し
い
も
の
へ
と
向
か
う
戦
略
的
行
動
に
よ
っ
て
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
予
期
を
現
在
に
繋
留
し
、
過
去
の
未
遂
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ

テ
ィ
を
解
き
放
っ
て
経
験
の
空
間
の
狭
隘
化
に
抵
抗
す
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題

に
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
応
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
歴
史
的
時
間
の
次
元
に
お
け
る

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
使
命
で
あ
る
と
さ
れ
る
（422f. ; 

訳421f.

）。

　

第
三
に
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
存
在
の
「
歴
史
性
」
の
よ
う
な
、

自
己
へ
と
到
来
す
る
未
来
優
位
の
時
間
性
に
お
い
て
、
過
去
の
生
の
可
能
性
が

現
在
に
生
き
生
き
と
取
り
戻
さ
れ
る
と
い
う
「
反
復=

取
り
戻
し

（W
iederholung

）」
の
動
的
構
造
は
、
リ
ク
ー
ル
の
い
う
歴
史
的
時
間
の
三

つ
の
「
脱
自
態
」
の
あ
い
だ
に
は
成
立
し
え
な
い
（459f. ; 

訳464

）。
未
来
の

目
標
の
設
定
が
過
去
の
抑
圧
さ
れ
た
生
の
可
能
性
に
光
を
当
て
、
後
者
が
前
者

の
設
定
へ
と
寄
与
す
る
、
と
い
う
構
造
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
集
合
的
単
数
と
見
な
さ
れ
る
人
類
史
大
の
歴
史
に
対
応
す
る
〈
ス
ー
パ
ー
現

存
在
〉
は
想
定
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
は
、
歴
史
的
時
間
を
統
一
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
予
期
の
地
平
と
経
験
の
空
間
を
分
裂
か
ら
救
う
た
め
に
、

未
来
の
目
標
を
人
類
史
規
模
の
も
の
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
集
合
的

単
数
と
し
て
の
歴
史
を
「
同
時
に
主
導
的
理
念
で
あ
る
よ
う
な
限
界
理
念
」
と

し
て
措
定
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
ま
さ
に
限
界
概
念
で
あ
り
、
特
定
の
内
容
あ
る

「
唯
一
の
歴
史
」
と
し
て
そ
れ
を
物
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
（460-3 ; 

訳465-7

）。

こ
こ
に
時
間
の
支
配
に
た
い
す
る
物
語
り
行
為
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
の
が
、

リ
ク
ー
ル
の
結
論
で
あ
る
。

三
　「
現
在
主
義
」
と
そ
こ
か
ら
の
脱
却

　

以
上
に
見
た
リ
ク
ー
ル
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
と
の
対
比
を
軸
に
し
て
、
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一
三

ア
ル
ト
ー
グ
「
現
在
主
義
」
テ
ー
ゼ
の
内
実
と
射
程
を
探
っ
て
み
よ
う
。
紙
数

の
関
係
も
あ
り
こ
こ
で
は
、（
１
）
複
数
の
「
歴
史
性
の
体
制
」、（
２
）「
現

在
」
の
診
断
、（
３
）
状
況
へ
の
対
処
、
と
い
う
三
点
に
焦
点
を
当
て
て
み
た

い
。

　
（
１
）
ア
ル
ト
ー
グ
の
論
は
、
現
在
が
「
危
機
」
の
時
代
で
は
な
い
か
、
と

の
認
識
か
ら
出
発
す
る
点
で
、
リ
ク
ー
ル
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
と
軌
を
一

に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
を
主
導
し
た
「
進
歩
」
概
念
が
無
効
に
な
っ
た
と

の
判
断
を
基
点
に
す
る
。

　

だ
が
ア
ル
ト
ー
グ
は
そ
こ
か
ら
、
時
間
の
分
節
化
の
自
明
性
が
同
じ
よ
う
に

揺
ら
い
だ
と
思
わ
れ
る
過
去
の
時
点
に
目
を
向
け
、
こ
れ
ま
で
の
「
歴
史
性
の

体
制
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
手

が
か
り
に
考
察
し
て
ゆ
く
。
過
去
は
現
在
と
共
在
し
て
お
り
、
出
来
事
と
は
不

断
に
反
復
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
「
歴
史
性
の
英
雄
的
体
制
」（H

artog 

2003 : 39 ; 

訳62

）。
こ
れ
は
サ
ー
リ
ン
ズ
『
歴
史
の
島
々
』
で
分
析
さ
れ
た
ポ

リ
ネ
シ
ア
の
人
び
と
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
接
触
、
そ
し
て
『
オ
デ
ュ
ッ
セ

イ
ア
』
で
流
浪
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
自
分
の
事
績
の
物
語
を
聴
く
場
面
を
読

み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
。
次
い
で
、
現
在
・
過
去
・
未
来
が
分

節
化
さ
れ
た
う
え
で
、
受
肉
と
い
う
出
来
事
に
よ
り
「
す
で
に
」
が
決
定
的
な

重
み
を
も
ち
、
し
か
も
同
時
に
地
上
的
時
間
の
分
散
が
つ
ね
に
神
の
永
遠
の
不

動
状
態
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
歴
史
性
の
体
制
」

（69 ; 

訳109

）。
こ
れ
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
第
十
一
巻
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
過
去
の
範

例
を
手
が
か
り
に
出
来
事
が
理
解
さ
れ
、
未
来
が
過
去
を
超
え
る
こ
と
は
な
い

「
歴
史
性
の
旧
体
制
」（107 ; 

訳168

）。
逆
に
、
集
合
的
単
数
と
捉
え
ら
れ
た
歴

史
の
「
進
歩
」
の
秩
序
に
基
づ
い
て
、
過
去
の
う
ち
に
到
来
す
べ
き
未
来
の
予

兆
が
読
み
と
ら
れ
、
現
在
が
未
来
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
「
歴
史
性
の
近

代
的
体
制
」（112 ; 

訳171

）。
対
照
的
な
こ
れ
ら
ふ
た
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

を
体
験
し
て
両
体
制
の
狭
間
に
置
か
れ
た
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
著
作
に
そ
の

決
定
的
な
乖
離
を
読
み
と
る
と
い
う
し
か
た
で
、
対
比
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

歴
史
的
時
間
を
近
代
以
前
と
近
代
と
に
対
照
さ
せ
る
に
と
ど
ま
っ
た
コ
ゼ
レ

ク
と
リ
ク
ー
ル
に
た
い
し
て
、
ア
ル
ト
ー
グ
は
こ
の
よ
う
に
時
代
を
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
原
初
に
さ
か
の
ぼ
り
、
さ
ら
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
枠
を
も
超
え
て

「
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
性
の
体
制
」
の
あ
り
よ
う
を
描
き
出
し
て
ゆ
く
。
そ
の
さ

い
に
は
各
体
制
内
部
で
の
例
外
事
象
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、

「
歴
史
性
の
体
制
」
概
念
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
と
同
列
の
も

の
と
し
て
（
訳7

）、
そ
こ
か
ら
の
偏
差
に
よ
り
具
体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

の
に
役
立
っ
て
い
る
。
個
別
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
そ
の
分
析
は
、
リ
ク
ー
ル

と
は
別
の
意
味
で
「
歴
史
意
識
の
解
釈
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
急
い
で
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ア
ル
ト
ー
グ
に
「
歴
史
性

の
体
制
」
の
す
べ
て
を
枚
挙
す
る
意
図
は
な
い
（29 ; 

訳46f.

）。
あ
く
ま
で
同

時
代
の
「
危
機
」
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
的
概
念
と
し
て
、
こ
の
言
葉
は
使

用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
時
代
の
幅
を
拡
大
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
歴
史
的
時

間
の
全
体
は
い
か
に
把
握
可
能
か
」
と
い
う
、
思
弁
的
歴
史
哲
学
に
も
通
底
す



一
四

る
リ
ク
ー
ル
の
問
い
の
構
え
は
、
ア
ル
ト
ー
グ
に
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。

　
（
２
）
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
と
輝
か
し
き
未
来
社
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
消
滅
、

さ
ま
ざ
ま
な
原
理
主
義
の
台
頭
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
、
過
去
さ
ま
ざ
ま
に

変
遷
を
見
せ
た
「
歴
史
性
の
体
制
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
現
状
を
分
析
す
る
と

こ
ろ
に
、「
現
在
主
義
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
成
立
す
る
。

　

ア
ル
ト
ー
グ
の
見
る
と
こ
ろ
、
現
行
の
復
古
を
標
榜
す
る
原
理
主
義
は
じ
つ

は
ア
ル
カ
イ
ズ
ム
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
混
合
態
で
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
伝
統
の
大

部
分
は
近
代
に
お
い
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
未
来
優
位
（
未
来
主
義 

futurism
e

）
の
近
代
か
ら
過
去
優
位
（
過
去
主
義 passéism

e

）
の
前
近
代
へ

の
立
ち
戻
り
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（12f. ; 

訳22

）。
コ
ゼ
レ
ク
は

近
代
の
終
焉
を
、
経
験
の
豊
か
さ
が
取
り
戻
さ
れ
、
予
期
が
慎
重
か
つ
開
放
的

な
も
の
に
な
っ
た
状
態
と
し
て
想
定
し
て
い
た
が
（K

oselleck 1975 : 374

）、

事
態
は
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
（H
artog 2003 : 28 ; 
訳46

）。
こ
の
よ

う
な
と
き
、
一
九
三
五
年
の
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
「
一
方
の
側
に
は

絶
滅
さ
れ
も
し
な
け
れ
ば
忘
却
も
さ
れ
な
い
過
去
で
は
あ
る
が
、
現
在
を
行
く

わ
れ
わ
れ
に
方
向
を
示
し
た
り
、
未
来
を
想
像
さ
せ
る
な
に
か
を
引
き
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
過
去
。
他
の
側
に
は
、
少
し
も
姿
形
の
な
い
未
来
」（13 ; 
訳

23

）
な
ど
を
時
代
予
見
的
な
も
の
と
し
て
想
起
し
、「
歴
史
性
の
体
制
」
概
念

を
発
見
法
的
に
用
い
て
、「
現
在
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
優
勢
な
「
現
在
主
義
」

と
の
同
時
代
診
断
を
く
だ
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
現
在
」
主
義
と
の
診
断
が
「
歴
史
性
の
体
制
」
の
過
去
・
現
在
・
未

来
と
い
う
時
制
の
分
節
化
を
手
が
か
り
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

そ
の
分
節
化
の
正
当
性
を
示
す
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
で
あ
る
（118 ; 

訳181f.

）。
ア
ル
ト
ー
グ
自
身
、
一
方
で

は
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
こ
の
概
念
が
適
用
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
た
だ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
か
ら
歴
史
性
の
体
制
と
い
う
観
念
を
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
た
」（51 ; 

訳80

）
と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
「
歴
史
性
の
体
制
」
と
い
う
枠

組
み
自
体
が
キ
リ
ス
ト
教
的
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
時
間
経
験
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
隠
さ
な
い
（69 ; 

訳109

）。
も
っ
と
も
、

歴
史
時
間
の
分
節
化
は
自
己
か
ら
の
距
離
化
と
し
て
の
「
違
和

（estrangem
ent

）」
と
い
う
根
源
的
な
経
験
に
根
ざ
し
、
そ
こ
か
ら
発
し
て

（
リ
ク
ー
ル
が
時
間
と
物
語
の
媒
介
態
と
見
た
）「
物
語
り
的
同
一
性

（identité narrative

）」
が
成
立
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
に
着
想
の
機

縁
を
与
え
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
で
あ
る
（64, 71 ; 

訳103, 114, 6

）。「
歴
史

性
の
体
制
」
の
一
般
理
論
を
構
築
す
る
つ
も
り
は
本
書
に
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
（28 ; 

訳46

）、
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
有
無
を
問
う
よ
り
も
、
あ

く
ま
で
そ
の
概
念
を
発
見
法
的
手
段
と
し
て
用
い
た
場
合
に
な
に
が
見
え
て
く

る
の
か
が
、
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
え
よ
う
。

　

現
状
を
特
徴
づ
け
る
事
態
と
し
て
ア
ル
ト
ー
グ
が
挙
げ
る
諸
現
象
は
、
た
し

か
に
「
現
在
主
義
」
と
の
診
断
を
首
肯
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
提
供
さ
れ
て
は
瞬
時
に
消
尽
さ
れ
る
消
費
社
会
、
加
速
す
る
技
術

革
新
に
結
び
つ
い
た
利
益
追
求
、
生
産
体
制
の
不
断
の
流
動
化
、
メ
デ
ィ
ア
・

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
飛
躍
的
拡
大
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
（16, 125-7 ; 

訳27, 

192-5

）。
こ
こ
で
は
過
去
は
も
は
や
範
例
に
は
な
ら
ず
、
未
来
が
現
在
を
方
向
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一
五

づ
け
る
理
念
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
な
い
。
既
成
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、

人
び
と
の
生
活
と
社
会
シ
ス
テ
ム
は
先
へ
先
へ
と
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の

「
現
在
」
は
静
止
的
な
点
で
は
な
く
、
過
去
も
未
来
も
な
い
今
が
次
か
ら
次
に

置
き
換
わ
っ
て
ゆ
く
動
態
と
し
て
の
現
在
で
あ
る
。

　

だ
が
ア
ル
ト
ー
グ
が
こ
と
の
ほ
か
重
視
し
て
い
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以

降
「
記
憶
」
お
よ
び
「
遺
産
」
と
い
う
言
葉
が
急
速
に
、
歴
史
に
か
か
わ
る
思

考
や
行
為
を
支
配
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

　
「
記
憶
」
は
、
と
く
に
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
編
『
記
憶
の
場
』（
一
九
八
四
～

九
三
年
）
の
影
響
の
も
と
、
今
日
で
も
歴
史
を
論
じ
る
さ
い
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

な
っ
て
い
る
。
本
来
、
記
憶
と
は
不
確
か
で
信
頼
す
る
に
値
し
な
い
も
の
と
し

て
、
歴
史
学
か
ら
は
警
戒
の
眼
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
変
化
の
加

速
化
の
も
と
、
過
去
の
記
憶
が
急
速
に
失
わ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
歴
史
学
の
側

か
ら
そ
れ
を
つ
な
ぎ
と
め
記
録
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
は

「
記
憶
」
と
は
、
経
験
の
地
平
が
も
は
や
機
能
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
消
滅
し

つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
、
歴
史
学
の
助
け
を
借
り
て
現
在
に
取
り
集
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
（133ff. ; 

訳205ff.

）。「
遺
産
」
は
と
い
え
ば
、
元
来
は

私
法
上
の
概
念
で
あ
っ
た
の
が
、
二
十
世
紀
後
半
に
文
化
事
象
、
さ
ら
に
は
自

然
環
境
に
か
ん
し
て
も
用
い
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
適
用
対
象
が
飛
躍

的
に
増
大
し
た
。
貴
重
な
も
の
を
次
の
世
代
に
遺
そ
う
と
す
る
点
で
未
来
か
ら

現
在
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
未
来
と
は
現
在
か
ら
見

通
せ
ず
、
科
学
技
術
・
産
業
活
動
の
進
展
な
ど
に
よ
り
環
境
汚
染
・
バ
イ
オ
ハ

ザ
ー
ド
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
破
壊
的
な
作
用
に
支
配
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

要
す
る
に
予
期
の
地
平
が
機
能
せ
ず
、
な
に
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
い
ま
遺
産
を
保
護
・
保
存
せ
よ
と
声
高
に
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（165f., 200 ; 

訳253f. 305

）。

　

コ
ゼ
レ
ク
は
、
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
転
回
を
明
示
し
て
い
る
の
は
カ
ン
ト

で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
「
国
際
連
盟
」
お
よ
び
「
共
和
主
義
」
の
概
念
を
取
り

上
げ
、
こ
れ
ら
が
い
か
な
る
前
例
に
も
基
づ
か
ず
、
あ
る
べ
き
状
態
を
理
論
的

に
先
取
り
し
て
実
践
的
に
そ
れ
に
影
響
を
与
え
う
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た

概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
純
粋
な
「
予
期
概
念
」
と
呼
ん
だ
（K

oselleck 

1975 : 366. 371-4

）。
こ
れ
ら
と
同
等
の
時
代
表
出
的
な
概
念
を
、「
歴
史
性
の

近
代
的
体
制
」
解
体
以
降
の
状
況
に
探
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
記
憶
」
と
「
遺

産
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
（H

artog 2003 : 112 ; 

訳171

）。
こ

の
支
配
的
時
間
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
手
が
か
り
に
、
歴
史
に
た
い
す
る
今
日
の
人
間

の
関
わ
り
に
反
省
的
視
線
を
向
け
、
そ
れ
を
「
現
在
主
義
」
と
診
断
す
る
と
こ

ろ
に
、『「
歴
史
」
の
体
制
』
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
未
来
と
過
去

が
い
ま
や
予
期
の
地
平
お
よ
び
経
験
の
空
間
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
同
じ
判
断
か
ら
出
発
し
た
リ
ク
ー
ル
は
、
実
現
可
能
な
未
来
像
を
呈
示

し
つ
つ
予
期
と
経
験
の
分
裂
を
食
い
止
め
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
「
現
在
」
に
見

た
。
ア
ル
ト
ー
グ
に
よ
る
「
記
憶
」「
遺
産
」
概
念
の
支
配
と
い
う
現
状
分
析

は
、
こ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
い
ま
と
な
っ
て
は
無
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
暗
黙
裡
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
（
３
）
現
在
主
義
は
経
験
の
空
間
と
予
期
の
地
平
が
消
失
し
た
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
。
そ
こ
で
は
、
次
々
と
新
し
い
現
在
へ
人
び
と
を
前
の
め
り
に
駆
り
立



一
六

て
て
ゆ
く
現
在
が
支
配
し
て
い
る
（121 ; 

訳186

）。

　

か
つ
て
真
木
悠
介
『
時
間
の
比
較
社
会
学
』（
一
九
八
一
年
）
は
、
近
代
批
判

に
立
脚
し
て
、
未
来
へ
の
関
心
を
保
ち
つ
つ
「
現
時
充
足
的
な
時
の
充
実
」
を

享
受
す
る
態
度
に
転
換
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
（
真
木 1981 : 296f.

）。
近

代
的
な
未
来
優
位
の
体
制
が
崩
壊
し
た
の
ち
に
、
ひ
と
が
投
げ
返
さ
れ
た
現
在

と
は
、
し
か
し
ゆ
っ
た
り
と
そ
こ
に
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
自
己
充
足
し
た

今
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
消
費
、
労
働=

生
産
、
知
識=

情
報
と
い
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
不
断
の
刷
新
と
そ
れ
へ
の
適
応
を
人
び
と
が
強
い
ら
れ
て

い
る
さ
ま
は
、
日
本
社
会
で
も
日
常
的
な
光
景
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
ア
ル
ト
ー
グ
は
、
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
こ
と

は
し
な
い
。
と
は
い
え
現
在
主
義
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
す
で
に

し
て
現
在
主
義
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
版
へ
の
序
文
に
も
あ

る
よ
う
に
「
遍
在
す
る
現
在
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
現
在
主
義
か
ら
の
脱
却

可
能
性
を
問
う
こ
と
を
免
れ
え
な
い
」（
訳9

）。
そ
も
そ
も
目
下
の
と
こ
ろ
支

配
的
な
現
在
主
義
が
―
―
近
代
の
未
来
主
義
に
取
っ
て
代
わ
る
―
―
新
た
な
牢

固
た
る
「
歴
史
性
の
体
制
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
彼
は
判
断
を
留
保

し
て
い
る
の
で
あ
る
（22, 208 ; 

訳36, 318

）。
こ
の
判
断
留
保
こ
そ
、
じ
つ
は

『「
歴
史
」
の
体
制
』
と
い
う
書
物
の
最
大
の
思
想
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
「
ま
だ
」、
現
在
主
義
の
体レ

ジ
ー
ム制

に
取
り

込
ま
れ
て
は
い
な
い
。
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
再
び
過
去
の
経
験
を
賦
活
し
、

未
来
へ
の
予
期
の
力
を
活
性
化
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

の
だ
、
と
。

　

私
の
見
る
と
こ
ろ
、
黙
し
て
語
ら
な
い
ま
ま
に
こ
の
書
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、

あ
る
「
脱
却
」
の
道
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
や

シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
諸
著
と
い
っ
た
過
去
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
と
き
、

い
ま
「
歴
史
性
の
体
制
」
が
動
揺
を
き
た
し
て
い
る
と
の
想
定
に
立
っ
て
、
か

つ
て
同
じ
よ
う
な
動
揺
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
地
点
へ
赴
く
と
い
う
動
き
が
な

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
地
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
性
に
お
い
て
今
日
と
は
異

な
っ
た
時
間
秩
序
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
今
日
の
特
有
性
を
明
ら
か
に
し
て
く

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
『「
歴
史
」
の
体
制
』
は
、
現
在
と
過
去
と
が

相
互
に
呼
応
す
る
布
置
関
係
を
形
づ
く
っ
て
ゆ
く
。
現
在
主
義
の
た
だ
な
か
に

お
け
る
現
在
主
義
か
ら
の
脱
却
が
、
こ
こ
に
秘
か
に
企
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ひ
た
す
ら
前
の
め
り
に
現
在
を
別
の
現
在
に
置
き
換
え
て
ゆ
く
と
い
う
同

時
代
の
趨
勢
に
た
い
し
て
は
、
す
で
に
し
て
「
反
時
代
的
」
な
現
在
な
の
で
あ

る
。

注

 （
１
） 

ア
ル
ト
ー
グ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
と
同
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
綾
氏
に
よ

る
剴
切
な
訳
者
解
説
と
紹
介
文
（
伊
藤 2008

）、
二
〇
〇
五
年
に
行
わ
れ
た
著
者
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
（
ア
ル
ト
ー
グ 2009

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
彼
の
著
作
の
日
本
語
訳
と
し

て
は
、
一
九
九
六
年
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
回
想
』
が
近
刊
予
定
で
あ
る
（
葛
西
康

徳
・
松
本
英
実
訳
、
東
海
大
学
出
版
会
）。
な
お
本
稿
は
『
環
』
第
四
十
三
号
（
藤
原

書
店
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
に
寄
稿
し
た
書
評
「
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
思
考
の
現
在
」

を
も
と
に
執
筆
し
て
い
る
。

 （
２
） 

“Histoire, sciences sociales

”, in A
nnales. H

istoire, Sciences Sosiales, 

1994, N
o.1, p.3.



時
代
診
断
と
し
て
の
「
現
在
主
義
」

一
七

 （
３
） 

た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
～
二
年
）
に
引
か
れ
て
い

る
平
野
謙
「
女
房
的
文
学
論
」（
一
九
四
七
年
〉
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
わ
が
狭

隘
な
文
壇
に
導
入
し
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
文
学
の
階
級
性
で
あ
り
、
社
会
性
で
あ

り
、
歴
史
性

0

0

0

で
あ
っ
た
」
と
い
う
用
例
は
（
２
）
の
意
味
、「
交
通
の
風
土
性
と
歴
史

性
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
（
１
）
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
） 

同
じ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
一
九
三
三
年
の
三
木
清
「
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
問
題
と
文
学
」
か
ら
用
例
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
一
九
三
二
年
刊
の
『
歴
史

哲
学
』
に
「
歴
史
性
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
三
木 1967

：149

）。
い
ず
れ
に

し
て
も
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
三
木
清
は
、
日
本
語
の

「
歴
史
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
最
初
の
一
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

（
５
）
こ
の
語
は
従
来
「
期
待
の
地
平
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、
コ
ゼ
レ
ク
が 

“Erw
ar-

tung

”の
語
の
内
包
と
し
て
「
希
望
」
や
「
願
望
」
の
み
な
ら
ず
「
恐
れ
」「
憂
慮
」

を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
（K

oselleck 1975 : 355

）、「
予
期
の
地
平
」
と
訳
す
の

が
適
切
と
思
わ
れ
る
。

（
６
） 

コ
ゼ
レ
ク
は
、
近
代
の
進
歩
史
観
を
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
の
世
俗
化
形
態
と
す
る

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
以
来
の
通
説
に
は
従
わ
ず
、
両
者
の
精
神
史
的
連
関
は
認
め
つ
つ
も
、

そ
の
差
異
・
断
絶
を
強
調
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
は
、
此
岸
の
予
期
の
地
平
を

原
理
的
に
凌
駕
す
る
彼
岸
の
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
予
期
の
地
平
に
つ
ね
に

制
限
を
加
え
、
経
験
の
空
間
に
結
び
つ
け
て
い
た
の
に
た
い
し
、「
進
歩
」
概
念
は
此

岸
の
世
界
の
変
容
を
志
向
し
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
経
験
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の

か
ら
予
期
を
乖
離
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
見
る
の
で
あ
る
（K

oselleck 1975 : 361f., 

364

）。
通
説
と
異
な
る
こ
の
断
絶
説
が
、「
歴
史
的
時
間
」
論
の
提
供
す
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
装
置
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

（
７
） 

先
に
触
れ
た
ド
ラ
ク
ロ
ア
は
、
ア
ル
ト
ー
グ
が
コ
ゼ
レ
ク
の
概
念
の
メ
タ
ヒ
ス
ト

リ
ー
的
性
格
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
と
論
評
し
て
い
る
（D

elacroix 

2009 : 41

）。
そ
の
さ
い
ド
ラ
ク
ロ
ア
自
身
は
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は

「
超
越
論
的
」
な
も
の
で
、
歴
史
に
適
用
さ
れ
る
の
は
「
二
次
的
」
な
こ
と
に
す
ぎ
ず
、

あ
く
ま
で
「
す
べ
て
の
可
能
的
歴
史
経
験
を
組
織
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
意
味
す
る
も

の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（ibid.

）。
こ
れ
は
コ
ゼ
レ
ク
の
実
際
の
議
論
に
照
ら

す
と
、
や
や
狭
す
ぎ
る
語
の
理
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
リ
ク
ー
ル
も
コ
ゼ

レ
ク
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
四
重
の
含
意
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
以
下
に
見
る
。

（
８
） 

対
照
軸
と
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
歴
史
的
時
間
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
（
鹿
島 1993

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
） 

『「
歴
史
」
の
体
制
』
が
そ
の
構
成
に
お
い
て
リ
ク
ー
ル
に
た
い
す
る
「
抵
抗
」
を
内

包
し
て
い
る
こ
と
は
、
伊
藤
綾
氏
が
訳
者
解
説
な
ど
で
指
摘
し
て
い
る
（
訳378f.; 

伊

藤 2008 : 227

）。

（
10
） Cf. K

oselleck 1975 : 355n. 

な
お
リ
ク
ー
ル
は
『
時
間
と
物
語
』
で
は
『
存
在
と

時
間
』
の
「
歴
史
性
」
に
、
既
成
の
訳
語
に
な
ら
っ
て 

“historialité

”と
い
う
語
を

当
て
て
い
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
』
で
は 

“historicité

”の
語

を
用
い
、
自
分
の
議
論
の
な
か
に
織
り
込
ん
で
ゆ
く
。
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