
哲
学
的
歴
史
理
論
の
地
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た
と
え
ば
ハ
ナ･

ア
ー
レ
ン
ト
が
『
精
神
の
生
活
』
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
の
ご
と
を
考
え
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
言
語
、

と
り
わ
け
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
。
思
考
が
可
感
的
な
世
界
か
ら
退
い
て
沈
黙
の
な
か
を
歩
も
う
と
も
、
み
ず
か
ら
が
あ
と

に
し
た
世
界
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
転
義
さ
せ
て
自
分
の
語
彙
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
丸
山
眞
男
が
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
を

語
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
執
拗
低
音
」
と
言
い
換
え
た
よ
う
に
。
山
崎
朋
子
が
『
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館
』
の
試
み
を
「
底
辺
」
女
性
史

と
呼
ん
だ
よ
う
に（

１
）。

哲
学
的
歴
史
理
論
の
「
地
平
」
も
ま
た
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
地
平
と
は
一
般
に
「
平
ら
な
大
地
」
と
「
地
平
線
」
と
を
共
に
意
味
し

て
い
る
。
つ
ま
り
は
自
分
が
立
っ
て
い
る
地
点
を
確
保
し
、
そ
の
視
野
の
開
け
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
の
謂
い
で
あ
る
。
と
同
時
に

そ
こ
で
は
歩
み
出
す
ご
と
に
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
景
観
が
遠
望
さ
れ
、
徐
々
に
明
瞭
に
な
っ
て
視
界
が
変
容
し
て
ゆ
く
。
予
期
し
て

い
た
も
の
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
っ
た
く
意
想
外
の
も
の
が
立
ち
現
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
哲
学
的
歴
史
理
論
の
地
平
」
と
は
そ
れ
ゆ
え
、
な
ん
ら
か
の
体
系
知
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
を
め
ぐ
る

哲
学
的
な
問
題
群
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
形
式
的
に
告
示
し
よ
う
と
す
る
。
そ
も
そ
も
な
に
が
問
題
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
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考
え
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
答
え
る
の
で
は
な
く
問
お
う
と
す
る
。
問
い
を
進
め
る
な
か
で
「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
が
変
貌
し
、
新

し
い
問
題
群
が
立
ち
現
わ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
場
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
「
哲
学
的
歴
史
理
論
」
と
は
一
般
に
馴
染
み
の
あ
る
表
現
で
は
な
い
。「
哲
学
」
と
「
歴
史
」
が
結
び
つ
く
の
で
あ
れ
ば

「
歴
史
哲
学
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
内
容
の
理
解
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
す
で
に
市
民
権
を
え
た
用
語
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
「
哲

学
的
歴
史
理
論
」
と
す
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
触
れ
る
。

こ
の
呼
称
は
文
字
ど
お
り
「
哲
学
」
の
立
場
に
立
っ
て
「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
を
「
理
論
」
的
に
考
察
す
る
企
て
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
大
枠
に
お
い
て
そ
れ
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
こ
の
三
つ
の
言
葉
は
少
な
く
と
も
現
在
で
は
い
ず
れ
も
問
題
含
み
の
も

の
で
あ
る
。「
哲
学
」
の
内
実
は
以
下
の
論
の
な
か
で
浮
き
上
が
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
い
ま
「
理
論
」
に
つ
い
て
一
言
す
る
な
ら
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
項
目
「
理
論
」
の
最
初
の
語
釈
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

物
事
の
筋
道
や
道
理
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
論
じ
合
う
こ
と
。
論
争
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
議
論
。

こ
れ
は
前
半
は
と
も
か
く
後
半
は
、
現
在
の
「
理
論
」
の
理
解
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
。
同
項
目
の
続
く
表
現
を
用
い
れ
ば
「
原
理
・

法
則
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
筋
道
立
て
て
考
え
た
認
識
の
体
系
」
と
い
う
一
般
に
流
布
し
て
い
る
意
味
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
歴
史
理
論
」

に
即
し
て
言
え
ば
、
歴
史
の
起
源
・
原
理
と
発
展
法
則
・
目
標
を
体
系
的
に
提
示
す
る
伝
統
的
な
歴
史
哲
学
の
あ
り
よ
う
と
は
明
ら
か
に

異
な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
同
じ
項
目
に
言
う
「
実
践
に
対
応
す
る
純
粋
な
論
理
的
知
識
」、
す
な
わ
ち
―
―
か
つ
て
「
史
的
唯
物
論
」
が

そ
う
解
釈
さ
れ
た
よ
う
な
―
―
歴
史
に
つ
い
て
の
客
観
的･

法
則
的
な
真
な
る
知
識
と
し
て
実
践
的
行
為
に
寄
与
す
る
認
識
体
系
と
も
異

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
テ
オ
リ
ア
、本
来
は
直
観
知
と
し
て
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
観
想･

静
観
で
も
な
い
。
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右
の
語
釈
が
示
す
の
は
、
用
例
が
十
二
世
紀
の
『
色
葉
字
類
抄
』、
十
七
世
紀
初
頭
の
『
日
葡
辞
書
』、
さ
ら
に
は
一
八
三
三

－

五
年
刊

の
為
永
春
水
『
春
色
辰
巳
園
』
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
理
論
」
が theory 

な
ど
に
た
い
す
る
翻
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
以
前
の

用
法
で
あ
っ
た（

２
）。

古
語
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
用
法
、
い
ま
と
な
っ
て
は
だ
れ
も
思
い
至
る
と
こ
ろ
の
な
い
語
義
に
は
ち
が
い
な
い
。

だ
が
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
」
を
現
在
に
呼
び
戻
し
、
現
在
の
あ
り
よ
う
を
変
貌
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
以
下
に
も
触
れ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
リ

ク
ー
ル
が
明
ら
か
に
し
た
「
歴
史
」
的
な
態
度
で
あ
る
。「
哲
学
的
歴
史
理
論
」
は
そ
う
し
た
態
度
を
再
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を
も
目
指

す
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
用
い
る
「
理
論
」
と
い
う
語
は
そ
う
し
た
構
え
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
か
つ
て
日
本
列
島
社
会
の
近
代
化

と
と
も
に
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
筋
道
立
て
て
事
柄
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
討
議
す
る
と
い
う
意
味
を
取
り
戻

し
つ
つ
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
い
や
お
う
な
し
に
現
在
に
お
け
る
「
理
論
」
の
語
感
を
響
か
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
を
少
し
で
も
包
括
的
に
視
野
に
入
れ
よ
う
と
企
て
も
す
る
。

以
上
を
前
提
に
こ
の
「
序
」
に
お
い
て
は
、「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
の
現
代
日
本
語
に
お
け
る
用
法
と
そ
の
由
来
に
つ
い
て
の
考
察
を

出
発
点
と
し
て
、「
哲
学
的
歴
史
理
論
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
試
み
る
。

一　
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉

「
歴
史
」
と
は
と
く
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
自
明
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
内
実
が
明
ら
か
で
は
な
い
と

い
う
、
そ
う
し
た
二
重
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
柄
を
考
察
の
主
題
に
す
る
こ
と
が
―
―
プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス
』

篇
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
―
―
古
来
「
哲
学
」
の
課
題
で
あ
っ
た
。「
歴
史
」
と
い
う
も
の
の
意
味
が
分
か
ら
ず
当
惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
も
問
い
は
始
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
問
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
の
か
が
視
野

に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
こ
う
。
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右
の
自
明
と
不
明
と
い
う
二
重
性
に
直
面
し
て
、「
哲
学
」
の
伝
統
的
作
法
は
ま
ず
言
葉
の
「
定
義
」
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
か
も

し
れ
な
い
。
も
の
ご
と
の
「
本
質
」
を
定
義
に
よ
っ
て
定
式
化
し
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
論
じ
進
め
る
と
い
う
作
法
で
あ
る
。
だ
が
そ
う

し
た
方
向
を
歩
む
と
き
に
は
右
の
二
重
性
が
軽
々
と
飛
び
越
さ
れ
、
特
定
の
面
の
み
か
ら
の
「
一
面
」
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
し
ま

う
。
そ
の
た
め
に
「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
開
放
性
を
欠
い
た
閉
鎖
的
な
言
説
領
域
が
構
築
さ
れ
、
そ
こ
に
自
足
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

た
だ
し
現
在
で
は
「
歴
史
と
は
な
に
か
」
と
い
う
定
義
へ
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
自
体
が
稀
に
な
っ
て
い
る
。
立
て
る
場
合
に
も
論
者

が
「
歴
史
」
と
考
え
て
い
る
も
の
を
語
り
出
す
た
め
の
修
辞
疑
問
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
趨
勢
が
顕
著
と
な
っ
た
の
は
二
十
一
世
紀

に
入
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
歴
史
」
の
意
味
の
定
式
化
か
ら
は
じ
め
る
一
九
七
五
年
の
斉
藤
孝
『
歴
史
と
歴
史
学
』
と
、
た

だ
ち
に
「
社
会
史
と
い
う
問
い
の
ス
タ
イ
ル
」
か
ら
始
め
る
二
〇
〇
六
年
（
新
版
二
〇
一
九
年
）
の
福
井
憲
彦
『
歴
史
学
入
門
』
と
を
比
べ

れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う（

３
）。

狩
野
亨
吉
が
最
晩
年
に
「
歴
史
」
の
語
義
を
検
討
し
な
が
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
し
か
た
で
そ
の
「
概
念
」
を
規
定
し
た

よ
う
な
、
そ
う
し
た
企
て
は
影
を
潜
め
て
い
る（

４
）。

こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
二
十
世
紀
後
半
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
学
の
言
語
論
的
転
回
」
が
、
さ
ら
に
は
一
九
九
〇
年
前
後
に
生
じ
た
ソ
連

東
欧
社
会
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
の
崩
壊
と
い
う
事
態
が
控
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
定
義
か
ら
は
じ
め
な
い
こ
の

行
き
方
は
私
見
で
は
、「
歴
史
」
の
語
を
固
定
的
に
捉
え
ず
、
そ
の
多
面
性
を
無
視
せ
ず
生
き
た
用
法
に
沿
っ
て
考
察
を
進
め
る
可
能
性

を
潜
在
さ
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
論
者
が
、
さ
ら
に
は
受
け
手
が
、
任
意
に
先
行
措
定
し
て
い
る
「
歴
史
」
理
解
に
暗
々
裡
に
も
依
拠
し

て
進
む
と
い
う
、「
一
方
」
的
な
論
の
展
開
と
な
る
の
が
大
方
の
よ
う
だ
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
日
常
の
言
語
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
ゆ
く
。
定
義
や
本
質
規
定
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
暗
黙
裡

に
特
定
の
意
味
を
前
提
と
す
る
の
で
も
な
く
、
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
の
奥
行
き
を
探
り
、
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
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生
き
て
い
る
人
び
と
の
通
常
は
不
分
明
な
了
解
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
足
が
か
り
に
な
る
の
は
各
種
の
日
本

語
辞
典
で
あ
る
。

１
　
日
常
の
用
法
の
な
か
で

①　
「
歴
史
」
と
い
う
名
詞

日
本
語
辞
典
の
項
目
「
歴
史
」
を
見
る
と
、
か
な
ら
ず
次
の
二
重
の
語
義
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
用
例
か
ら
す
る
と
日
常
の
語
法
か
ら

外
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。

第
一
に
「
過
去
に
生
じ
た
出
来
事
な
い
し
事
象
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
大
辞
林
』（
第
四
版
）
の
項
目
「
歴
史
」
に
は

「
人
間
社
会
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
移
り
変
わ
っ
て
き
た
過
程
と
，
そ
の
中
で
の
出
来
事
」
と
あ
る
。
こ
の
語
釈
は
個
々
の
「
出
来
事
」

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
含
み
込
む
「
過
程
」
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
宇
宙
の
歴
史
」
ま
で
を
考
え
語
る
こ
と
は
日
常
的

に
は
な
い
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
「
日
本
の
歴
史
」
や
「
イ
ン
テ
リ
ア
の
歴
史
」
な
ど
は
、
叢
書
名
・
書
名
に
も
見
ら
れ
る
ご
く
一
般
的

で
平
明
な
表
現
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
と
く
に
現
在
に
ま
で
い
た
る
過
程
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
同
じ
『
大
辞
林
』
に
あ
る
よ
う
に
「
来

歴
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
こ
れ
ら
「
日
本
の
歴
史
」
や
「
イ
ン
テ
リ
ア
の
歴
史
」
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
が
両
義
的
な
言
葉
で
あ
る
。
客
観
的
な
事
象
を
意
味

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
叙
述
し
た
も
の
、
た
と
え
ば
「
日
本
社
会
の
歴
史
を
叙
述
し
た
も
の
」「
イ
ン
テ
リ
ア
の
歴
史
を
叙
述
し
た

も
の
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
ま
た
理
解
さ
れ
て
い
る
。『
大
辞
林
』
が
続
け
て
「
歴
史
」
を
「
そ
れ
を
あ
る
秩
序
・
観
点
の
も
と
に

ま
と
め
た
記
録
・
文
書
」
と
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
歴
史
」
と
は
過
去
の
特
定
の
出
来
事
な
り
過
程
な
り
を
意
味
す
る
と

と
も
に
、
史
資
料
の
吟
味
に
基
づ
い
て
物
語
り
行
為
―
―
つ
ま
り
重
要
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
選
択
し
て
時
系
列
上
に
配
置
し
、
そ
れ
以
外

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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の
事
柄
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
で
お
く
言
語
行
為
―
―
に
よ
り
記
述
を
行
な
っ
た
そ
の
結
果
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

意
味
の
こ
の
二
重
性
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
右
の
斉
藤
孝
『
歴
史
と
歴
史
学
』
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
か
つ
て
「
歴
史
」
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
二
重
の
意
味
を
挙
げ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
し
、
い
ま
で
も
そ
う
で
あ
る（

５
）。

そ

れ
が
辞
典
の
語
釈
に
反
映
さ
れ
、
一
般
に
も
と
り
た
て
て
語
ら
れ
は
し
な
い
と
い
う
し
か
た
で
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
右
の
ふ
た
つ
を
別
々
の
語
義
と
見
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
同
じ
ひ
と
つ
の
言
葉
、
た
と
え
ば
「
日
本
の
歴
史
」
が
そ
れ
自
体

と
し
て
両
義
を
同
時
に
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。

ち
な
み
に
辞
典
類
で
は
多
く
の
場
合
こ
れ
に
加
え
て
、「
歴
史
」
と
は
「
歴
史
学
」
の
略
称
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
教
育
機
関
の
学

科
名
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
前
者
に
つ
い
て
『
輿
地
誌
略
』（
一
八
二
六
年
）
か
ら
の
、
後
者
に
つ
い
て
は
徳

富
蘆
花
『
思
出
の
記
』（
一
九
〇
一
年
）
か
ら
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
い
ま
現
在
の
用
法
と
し
て
は
「
歴
史
学
」
に
た
い

し
て
は
「
史
学
」
と
い
う
略
語
が
一
般
的
で
あ
り
、
学
科
名
と
し
て
は
「
歴
史
学
科
」
と
は
表
現
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
で
は
「
日
本

史
」「
中
国
史
」
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
語
を
用
い
る
の
が
通
例
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
の
用
法
が
時
代
に
よ
り

変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
簡
明
な
事
実
で
あ
る
。

②　
「
歴
史
的
」

一
般
に
言
葉
は
名
詞
形
に
お
い
て
（
の
み
）
考
察
さ
れ
る
と
固
定
的
に
捉
え
ら
れ
客
体
化
さ
れ
て
、
そ
の
意
味
内
実
が
そ
れ
自
体
で
存

立
す
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
り
当
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
具
体
的
な
場
面
や
文
脈
を
飛
び
越
し
た
議
論
が
始
動
し

て
し
ま
う
。
こ
の
陥
穽
を
回
避
す
る
ひ
と
つ
の
道
は
、
当
の
言
葉
が
形
容
詞
形
（
お
よ
び
そ
の
副
詞
的
用
法
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
い
る
か
を
吟
味
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
歴
史
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
、
ひ
と
は
ど
う
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
そ
れ
は
「
過
去
に
属
す
る
・
過
去
に
由
来
す
る
」
事
柄
に
用
い
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
『
広
辞
苑
』
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（
第
七
版
）
の
項
目
「
歴
史
的
」
に
は
「
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
語
釈
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
用
例
と
し
て
は
多

く
の
場
合
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
同
時
に
右
に
見
た
「
歴
史
」
の
二
重
の
意
味
を
反
映
し
て
、
そ
う
し
た
「
過
去
の
も
の
」
に
つ
い
て
の
調
査
探
究
と
そ
の
成
果
の
記

述
に
つ
い
て
も
形
容
さ
れ
る
言
葉
と
見
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
新
明
解
国
語
辞
典
』（
第
八
版
）
が
挙
げ
る
用
例
は
「
言
語
の
歴
史

的
研
究
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
昔
の
、
あ
る
時
代
の
言
語
の
研
究
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
言
語
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
」
を
意
味
す
る
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
変
遷
」
と
言
わ
れ
る
と
き
に
は
過
去
の
「
過
程
」
と
い
う
先
の
語
義
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
第
二
に
、
た
と
え
ば
「
歴
史
的
建
造
物
」
と
い
う
、
こ
れ
も
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
用
例
を
考
え
て
み
る
な
ら
、
そ
の
語
感
を
少
し
で

も
反
芻
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
た
ん
に
「
過
去
に
属
す
る
・
過
去
に
由
来
す
る
」
も
の
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
過
去
に
由

来
し
は
す
る
が
、
し
か
し
「
現
在
」
の
人
び
と
に
と
り
な
に
が
し
か
の
点
で
有
意
味
な
、
取
り
上
げ
る
に
足
り
る
も
の
が
意
味
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
は
「
忘
却
さ
れ
る
こ
と
な
く
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
・
保
存
さ
れ
る
べ
き
も
の
」、
そ
れ
が
「
歴
史
的
」
と
い
う

言
葉
に
は
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
一
例
だ
が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
歴
史
と
し
て
特
記
す
べ
き
価
値
の
あ
る
さ
ま
」
と
い
う

語
釈
が
見
ら
れ
る
。
た
ん
に
過
去
に
成
立
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
人
び
と
の
生
き
る
現
在
に
な
に
が
し
か
重
要
で
影
響
力
を
保
持
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
「
特
記
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
「
歴
史
的
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
「
歴
史
的
」
と
は
過
去
と
現
在
の
つ
な
が

り
を
内
含
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
は
『
国
語
大
辞
典
』
が
「
将
来
、
歴
史
に
残
る
よ
う
な
記
念
す
べ
き
さ
ま
。
画
期
的
」
と
続
け
て
い
る
よ
う
に
、「
将
来
」
に

わ
た
っ
て
か
な
ら
ず
や
繰
り
返
し
思
い
起
こ
さ
れ
、
人
び
と
へ
の
影
響
力
を
保
ち
続
け
る
だ
ろ
う
事
象
を
形
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
そ
の
事
象
は
「
過
去
」
に
生
じ
た
も
の
だ
け
で
な
く
「
現
在
」
に
生
じ
て
い
る
も
の
で
も
ま
た
あ
る
。「
現
在
」
の
事
象
ま
で
「
歴
史

的
」
と
す
る
の
は
訝
し
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
く
最
近
用
い
ら
れ
た
重
要
な
用
例
が
あ
る
。「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
と
い
う
、
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（CO

V
ID

-19

）
の
大
規
模
拡
大
に
さ
い
し
て
公
的
に
用
い
ら
れ
た
表
現
が
そ
れ
だ
。

こ
の
感
染
拡
大
を
日
本
国
政
府
は
初
期
の
段
階
（
二
〇
二
〇
年
三
月
十
日
）
で
「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
に
指
定
し
た
。
そ
の
翌
月
（
四
月

七
日
）
に
発
出
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
」
で
い
う
緊
急
事
態
と
別
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
と
さ
ら

に
「
歴
史
的
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
さ
い
し
政
府
関
係
会
議
の
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
を
踏
ま
え
て
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
二
〇
一
一

年
四
月
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
に
新
た
に
明
記
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
改
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
「
国
家
・
社
会
と
し
て
記
録
を
共
有

す
べ
き
歴
史
的
に
重
要
な
政
策
事
項
」
に
か
ん
し
、
関
連
す
る
会
議
の
記
録
を
原
則
と
し
て
三
カ
月
以
内
に
作
成
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る（

６
）。
今
回
の
感
染
拡
大
は
そ
の
は
じ
め
て
の
指
定
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
「
歴
史
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
ん

に
「
過
去
」
に
生
じ
て
「
現
在
」
に
な
ん
ら
か
の
意
味
で
影
響
し
て
い
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、「
将
来
」
の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
そ
の

影
響
が
無
視
し
え
な
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
「
現
在
」
の
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
現
在
進
行
中
」
の
事
態
に
つ
い
て
も
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
「
将
来
」
の
観
点
は
、
右
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
国
家
・
社
会
」、
つ
ま
り
は
な
ん
ら
か
の
共
同
的

単
位
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
た
ん
な
る
「
過
去
の
・
過
ぎ
去
っ
た
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
「
歴
史
的
」
の
意
味
が

浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

こ
の
第
三
の
用
法
が
ど
こ
ま
で
一
般
的
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
公
的
用
語
と
し
て
の
「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
は
英
文
で
は 

historical em
ergency situation 

と
表
記
さ
れ
る
よ
う
だ
が（

７
）、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
英
語
の historic 

と
い
う
言
葉
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。

historic 

と
は O

xford Advanced Learner’s D
ictionary

（10
th edition

）
に
よ
れ
ば“

likely to be thought of as im
portant at som

e tim
e 

in the future ”

を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
仮
に
こ
う
し
た
外
来
語
の
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
用
い
ら
れ
た
と
き
に
そ
の
理
解
が

可
能
で
あ
る
程
度
に
は
、
日
本
語
の
「
歴
史
的
」
に
は
過
去
の
み
な
ら
ず
現
在
や
将
来
に
つ
ら
な
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
平
時
の
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通
念
に
お
い
て
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
緊
急
事
態
と
い
う
危
機
状
況
に
際
会
し
た
と
き
に
、
日
常
的
用
法
の
臨
界
に
位

置
し
て
い
る
「
歴
史
的
」
の
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

以
上
の
形
容
詞
の
用
法
に
着
目
す
る
な
ら
、
ひ
と
は
「
歴
史
」
を
け
っ
し
て
「
過
去
」
の
事
象
な
い
し
そ
の
記
述
と
の
み
捉
え
て
い
る

の
で
は
な
く
、
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
「
現
在
」
お
よ
び
「
将
来
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
了
解
し
て
い
る
。
し
か
も

そ
の
「
現
在
」
や
「
将
来
」
と
は
な
ん
ら
か
の
共
同
的
単
位
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
「
歴
史
」
を
「
過
去
」
一
般
か
ら
区

別
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
か
か
わ
り
」
と
は
、「
共
同
的
」
と
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
内
実
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
な
る
解
明
が
必
要
と
な
る
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
過
去
か
ら
将
来
に
連
な
り
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
共
同

的
に
生
き
抜
か
れ
て
い
る
現
在
進
行
中
の
歴
史
、
そ
の
意
味
で
ひ
と
が
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
「
歴
史
」
が
哲
学
的
考

察
の
主
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

２
　
歴
史
的
背
景
　

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
「
歴
史
」
と
い
う
語
は
そ
れ
自
体
と
し
て
「
歴
史
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
過
去
に
由
来
し
つ

つ
現
在
の
人
び
と
の
自
己
了
解
に
欠
か
せ
な
い
言
葉
と
し
て
い
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
い
さ
さ
か
迂
路
を
た
ど
る
こ
と

に
は
な
る
が
、
こ
の
漢
字
二
文
字
の
語
の
由
来
と
そ
の
意
味
理
解
の
変
遷
に
つ
い
て
ひ
と
通
り
承
知
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

①　
「
歴
史
」
と
い
う
語

現
代
語
の
「
歴
史
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
佐
藤
正
幸
『
歴
史
認
識
の
時
空
』
に
ひ
と
ま
ず
の
文
献
調
査
の
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

８
）。

結
論
を
先
に
言
え
ば
「
歴
史
」
と
は
中
国
古
典
に
一
応
は
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
の
、
日
本
社
会
の
近
代
化
の
過
程
で
十
九
世
紀
当

時
の
西
欧
語
の
訳
語
と
さ
れ
て
定
着
を
見
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
以
下
他
の
研
究
者
の
見
解
も
参
照
し
な
が
ら
そ
の
経
緯
を
見
て
ゆ
く
。
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ま
ず
こ
の
語
の
構
成
部
分
で
あ
る
「
史
」
に
つ
い
て
は
、
起
源
や
由
来
に
諸
説
あ
る
も
の
の
、
⒜
官
職
の
名
を
意
味
し
て
お
り
、
⒝
そ

の
官
職
の
職
掌
は
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
か
ら
は
王
室
・
国
家
の
出
来
事
を
記
録
し
、
そ
の
記
録
を
管
理
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
点

は
、
大
方
の
合
意
を
見
て
い
る
よ
う
だ（

９
）。

さ
ら
に
そ
れ
が
当
の
記
録
自
体
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
漢
（
紀
元
一

－

三
世
紀
）
の

中
期
か
ら
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

10
（

。

そ
の
う
え
で
「
歴
史
」
と
い
う
熟
語
に
つ
い
て
は
、
紀
元
六
世
紀
成
立
の
『
南
齊
書
』（
蕭
子
顕
撰
）
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
と
考
証

さ
れ
て
い
る）

11
（

。
も
っ
と
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
三
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
呉
書
』
に
見
ら
れ
る
と
の
説
も
あ
り
、
白
川
静
『
字
通
』（
平
凡
社
、

一
九
九
六
年
）
な
ど
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
『
呉
書
』
の
「
歴
史
藉
」
と
い
う
表
現
は
「
史
藉
を
歴へ

て
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
「
歴

史
」
の
語
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
と
の
異
論
が
あ
り
（
戸
川
芳
郎
）
12
（

）、『
南
齊
書
』
の
「
用
之
為
美
、
歴
史
不
以
云
非
」
が

初
出
と
の
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
語
義
は
今
日
の
一
般
的
な
用
法
と
は
異
な
っ
て
「
歴
代
の
正
史
」
で
あ
り
、
一
王
朝

ご
と
に
編
纂
す
る
断
代
史
に
た
い
し
、
複
数
の
史
の
呼
称
と
し
て
成
立
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る）

13
（

。

書
物
の
標
題
に
「
歴
史
」
が
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
の
は
大
き
く
時
代
が
下
っ
て
一
六
〇
六
年
刊
行
の
袁
黄
『
歴
史
綱
鑑
補
』
で
あ

り
、
こ
の
書
は
一
六
六
三
年
に
日
本
で
翻
刻
さ
れ
明
治
の
初
年
ま
で
読
み
継
が
れ
た
。
そ
の
日
本
列
島
社
会
で
「
歴
史
」
と
い
う
語
を
は

じ
め
て
用
い
た
の
は
林
鵞
峯
（
一
六
一
八

－

八
〇
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
語
義
と
し
て
は
「
歴
代
の
史
書
」
を
意
味
し
て
い

た
。
こ
の
新
来
語
は
さ
ら
に
貝
原
益
軒
・
新
井
白
石
・
荻
生
徂
徠
な
ど
が
使
う
と
こ
ろ
と
な
り
、
書
物
の
標
題
と
し
て
も
稀
に
で
は
あ

る
が
用
い
ら
れ
て
絶
え
る
こ
と
な
く
幕
末
に
い
た
る
が
、
源
流
と
い
う
べ
き
中
国
で
は
右
の
袁
黄
の
書
以
降
は
清
代
末
（
二
十
世
紀
初
頭
）

ま
で
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
に
と
ど
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）

14
（

。

こ
の
よ
う
に
近
世
日
本
社
会
に
お
い
て
知
識
人
の
あ
い
だ
で
流
通
し
て
い
た
「
歴
史
」
が
今
日
の
語
意
で
用
い
ら
れ
る
に
い
た
る
の
に

は
、
近
代
化
に
と
も
な
う
西
欧
文
化
の
輸
入
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
幕
末
の
一
八
五
〇
年
代
か
ら
一
八
七
二
年
頃
ま
で
に
「
歴
史
」
は
英

10



語
の history 

や
ド
イ
ツ
語
の G

eschichte 

な
ど
の
西
欧
語
の
訳
語
に
徐
々
に
当
て
ら
れ
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

当
時
刊
行
さ
れ
た
辞
典
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
下
っ
て
広
く
日
本
近
代
社
会
の
人
び
と
の
あ
い
だ
に
定
着
す
る

に
い
た
っ
た
の
は
、
学
校
教
育
の
科
目
と
さ
れ
た
影
響
が
大
き
い
。
近
代
公
教
育
の
出
発
点
と
な
っ
た
一
八
七
二
（
明
治
三
）
年
の
学
制

に
お
い
て
、
小
中
学
校
で
「
史
学
」、
外
国
語
学
校
そ
の
他
で
は
「
歴
史
」
と
さ
れ
た
が
、
翌
年
に
は
こ
の
「
史
学
」
は
「
歴
史
」
に
変

え
ら
れ
、
多
少
の
混
乱
は
あ
っ
て
も
「
歴
史
」
の
語
で
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
は
中
国
に
逆
輸
入
さ
れ
、
民
国

時
代
に
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
歴
史
」
の
語
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

15
（

。

以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
佐
藤
正
幸
は
「
歴
史
」
と
い
う
稀
に
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
言
葉
が
訳
語
に
採
用
さ
れ
た
の
は
西
洋
系
統
の

概
念
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
う
え
で
、「
歴
史
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
近
代
化
と
と
も
に
蘇
っ
た

0

0

0

と
い
う
よ

り
、
誕
生
し
た

0

0

0

0

と
言
い
直
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る）

16
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
「
歴
史
」
と
は

西
欧
語
の
翻
訳
語
と
し
て
「
誕
生
」
し
、
い
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
近
代
化
の
な
か
で
消
え
去
っ
た

か
に
見
え
る
「
歴
代
の
正
史
」
と
い
う
意
味
が
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
し
か
た
で
復
権
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
は
一
考
を
要
す
る
の
だ
が
。

②　
近
代
西
欧
語
か
ら
の
由
来

と
こ
ろ
で
「
誕
生
」
し
た
当
初
の
近
代
日
本
語
と
し
て
の
「
歴
史
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
理
解
は
ど
の
よ

う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
先
行
研
究
で
は
か
な
ら
ず
し
も
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

佐
藤
正
幸
の
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
は
西
周
が
一
八
七
〇
年
の
「
百
学
連
環
」
講
義
で history 

を
「
歴
史
」
と
訳
し
た
う
え
で）

17
（

、「
古
来

あ
り
し
所
の
事
跡
を
挙
げ
て
書
キ
記
し
」
と
説
明
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
歴
代
の
王
朝
の
史
書
」
と
い
う
制
約
は
解
除
さ
れ
た
に

し
て
も
「
歴
史
」
は
依
然
と
し
て
「
記
述
」
で
あ
り
、「
過
去
の
出
来
事
・
過
程
そ
の
も
の
」
と
ま
で
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
語
源
的
に
は
「
生
じ
た
出
来
事
」
を
意
味
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の geschiedenis 
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
先
だ
っ
て
箕
作
阮

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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南
は
一
八
五
五
年
に
こ
の
語
を
説
明
し
て
「
著
大
な
る
事
体
の
連
絡
せ
る
者
を
、
其
実
に
随
述
て
文
飾
虚
誕
の
言
を
交
へ
す
記
録
し
、
其

地
其
時
其
を
記
載
す
る
を
云
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う）

18
（

。

こ
こ
に
は
当
時
の
十
九
世
紀
な
か
ば
に
お
け
る
西
欧
語
の
意
味
理
解
が
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
講
義
』（
一
八
二
〇
年
代
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
行
な
っ
た
「
世
界
史
の
哲
学
」
講
義
を
没
後
に
編
集
し
た
も
の
）
は
、
ド
イ

ツ
語
の G

eschichte 
が historia rerum

 gestarum

（
生
起
し
た
事
象
の
記
述
）
と res gestae

（
生
起
し
た
事
象
）
と
を
と
も
に
意
味
す
る

と
述
べ
た）

19
（

。
こ
れ
は
西
欧
近
代
に
お
け
る
「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
い
う
二
元
的
図
式
に
も
親
和
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
欧

米
の
知
的
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
一
般
の
語
法
に
ま
で
こ
の
二
分
法
が
反
映
さ
れ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
時

間
を
要
し
た
と
い
う
。
英
語
の
辞
典
に res gestae 

の
語
義
が
登
場
し
た
の
は
よ
う
や
く
二
十
世
紀
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、O

xford 

English D
ictionary

（1884–1928

）
の“

history”

の
項
目
に
転
意
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
の
辞
典
で
そ
の
よ
う
に
語
釈
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

20
（

。

こ
う
し
た
欧
米
の
動
向
を
受
け
て
近
代
日
本
語
の
「
歴
史
」
の
意
味
理
解
も
ま
た
変
遷
を
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
初
の
日
本
語
辞
典
と
さ
れ
る
一
八
八
九

－

一
八
九
一
年
刊
の
大
槻
文
彦
『
言
海
』（
私
家
版
）
に
お
い

て
「
歴
史
」
は
漢
語
の
影
響
を
受
け
て
か
依
然
と
し
て
「
歴
代
ノ
史
」
と
語
釈
さ
れ
て
お
り）

21
（

、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
主
だ
っ
た
日
本
語
辞

典
も
こ
れ
に
準
じ
て
い
る
た
め
、「
歴
史
」
の
二
重
の
語
義
は
一
般
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
よ
う
や
く

一
九
〇
五
年
刊
の
徳
谷
豊
之
助
・
松
尾
勇
四
郎
『
普
通
術
語
辞
彙
』（
三
宅
雄
次
郎
校
閲
、
敬
文
社
）
の
項
目
「
歴
史
的
（
或
は
史
的
）」
に

お
い
て
、「
広
く
歴
史
と
謂
へ
ば
、
過
去
の
事
件
又
は
事
蹟
を
系
統
的
に
述
説
す
る
記
録
を
謂
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
「
歴
史
と

謂
ふ
事
の
最
も
直
接
な
る
意
味
は
、
時
間
上
の
過
去

0

0

0

0

0

0

と
云
ふ
事
」（
傍
点
引
用
者
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
欧
米
と
同
じ
く
二
十

世
紀
に
入
っ
た
こ
ろ
に
二
重
の
語
義
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
辞
典
で
も
同
時
期
に
当
た
る

12



一
九
〇
七
年
刊
の
金
沢
庄
三
郎
『
辞
林
』（
三
省
堂
）
が
「
歴
史
」
の
語
に
ま
ず
「
一
」
と
し
て
「
人
世
の
変
遷
興
亡
の
過
程
を
記
録
せ
る

も
の
」、「
二
」
と
し
て
「
経
歴
」
と
語
釈
し
て
お
り
、
一
九
一
九
年
刊
の
上
田
萬
年
・
松
井
簡
治
『
大
日
本
国
語
辞
典
』
第
四
巻
（
冨
山

房
）
で
も
「
二
」
と
し
て
「
来
歴
・
経
歴
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
辞
典
の
影
響
も
あ
っ
て
今
日
の
辞
書
的
意
味
が
確
定
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
今
日
で
は
「
過
去
の
出
来
事
・
過
程
」
の
意
味
を
ま
ず
示
し
て
か
ら
「
そ
の
記
述
」
と
続
け
る
の
が
習
い

な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
語
釈
に
お
け
る
強
調
の
変
化
が
窺
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
当
初
は
洋
学
の
学
術
用
語
で
あ
っ
た
「
歴
史
」
が
学
制
を
通
じ
て
制
度
的
に
も
一
般
に
普
及
・
浸
透
し
、
つ
い
に
は

日
常
に
お
い
て
も
普
通
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
歴
史
」
の
二
重
の
語
義
が
定
着
し
て
ゆ
き
、
先
に
「
歴
史
的
」

と
い
う
形
容
詞
に
即
し
て
見
た
意
味
理
解
を
も
あ
ら
わ
に
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
さ
い
に
は
、
そ
の
つ
ど
欧
米
語

の
語
法
が
さ
ら
に
参
照
さ
れ
て
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
以
上
の
背
景
を
も
ち
な
が
ら
い
ま
現
在
の
語
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
歴
史
」
は
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
考
察
を
求

め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二　

哲
学
的
歴
史
理
論
へ

「
歴
史
」
に
は
自
明
性
の
み
な
ら
ず
不
明
性
が
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
明
示
的
な
理
解
か
ら
は
不
断
に
退
き
、
視
野
か
ら
つ
ね
に

遮
蔽
さ
れ
る
な
に
か
が
そ
こ
に
蔵
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
語
の
意
味
は
不
断
の
変
容
へ
と
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
体
系
的
な
「
理
論
」
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
退

き
・
遮
蔽
・
変
容
可
能
性
を
伴
い
つ
つ
現
に
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
の
う
ち
に
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
事
柄
を
掘
り
当

て
、
分
節
し
て
検
討
し
、
議
論
に
供
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
人
び
と
の
生
の
自
己

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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了
解
を
明
る
み
に
出
し
、
当
の
生
の
遂
行
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。「
哲
学
的
歴
史
理
論
」
と
は
と
り
あ
え
ず
そ
う

し
た
試
み
の
呼
称
で
も
あ
る
。

そ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
は
「
歴
史
」
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
広
義
に
お
け
る
哲
学
的
な
言
説
で
あ
る
。
哲
学
的
歴
史
理
論
も
そ
れ

自
体
と
し
て
「
歴
史
的
」
な
営
み
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を
胚
胎
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
過
去
の
言
説
か
ら
あ
ら
た
に
示
唆
を
え
る

こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
こ
か
ら
い
つ
の
ま
に
か
引
き
継
い
で
し
ま
っ
て
い
る
通
念
を
疑
問
に
付
す
こ
と
が
、
考
察
に
必
要
な
手
立
て
と
な

る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
学
説
史
的
な
知
識
を
駆
使
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
し
、
取
り
上
げ
る
歴
史
理
論
の
個
別
文
献
研
究
的
な
正

確
さ
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
冒
頭
に
も
触
れ
た
ア
ー
レ
ン
ト
『
精
神
の
生
活
』
に
よ
れ
ば
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
「
哲
学
の
終

焉
」
が
哲
学
者
自
身
（
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
こ
と
は
、
じ
つ
は
思
考
す
る
者
に
と
っ
て
は
好
機
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
伝
統
」
の
権
威
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
過
去
」
の
学
説
を
新
し
い
目
で
自
由
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
学
説
は
そ
の
誤
謬
に
お
い
て
こ
そ
問
題
を
考
え
る
さ
い
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う）

22
（

。
こ

れ
に
い
ま
ひ
と
こ
と
加
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
の
示
唆
を
、
そ
こ
か
ら
受
け

取
る
こ
と
も
ま
た
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
。

日
本
社
会
の
哲
学
・
思
想
史
研
究
の
大
方
が
い
ま
だ
「
洋
学
」
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
参
照
す
べ
き
学
説
は
欧
米
か
ら
輸
入
さ

れ
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
、
日
本
語
の
語
法
か
ら
は
乖
離
し
た
と
こ
ろ
で
「
歴
史
」
を
論
じ
て
い
る
た
め
、
し
ば
し
ば

議
論
の
混
乱
を
産
み
出
し
も
し
て
い
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
こ
の
日
本
語
自
体
が
西
欧
語
の
翻
訳
語
で
あ
り
、
不
断
に
欧
米
の
対
応
語
の
語

法
に
影
響
さ
れ
も
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
外
来
の
学
説
と
の
出
会
い
も
ま
た
、
な
に
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
を
そ
の
つ
ど
新
た
に
検
討

す
る
の
に
役
立
つ
に
ち
が
い
な
い
。

も
っ
と
も
歴
史
理
論
に
関
係
す
る
文
献
は
汗
牛
充
棟
で
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
日
ご
と
に
量
を
増
し
て
い
る
。
以
下
に
試
み
る
の
は
、
先

14



の
「
歴
史
」「
歴
史
的
」
の
検
討
を
通
し
て
垣
間
見
え
て
き
た
事
柄
を
、
主
に
二
十
世
紀
に
現
わ
れ
た
代
表
的
文
献
の
い
く
つ
か
に
関
連
づ

け
、
哲
学
的
歴
史
理
論
の
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
事
柄
を
点
描
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
及
す
る
諸
説
は
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る

ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
解
答
で
は
な
く
課
題
を
示
す
こ
と
が
眼
目
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
是
非
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。

１
　「
歴
史
的
出
来
事
」
と
「
歴
史
過
程
」

右
に
見
た
成
立
の
経
緯
を
背
景
に
い
ま
も
通
常
の
言
葉
遣
い
に
生
き
て
い
る
「
歴
史
」
の
二
重
の
語
意
に
焦
点
を
当
て
る
な
ら
、「
哲

学
的
歴
史
理
論
」
と
は
ま
ず
「
過
去
に
生
起
し
た
事
象
」
と
「
そ
の
記
録
・
記
述
」
と
を
考
察
の
主
題
に
す
る
も
の
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
う
ち
「
生
起
し
た
事
象
」
を
哲
学
的
に
論
じ
る
と
は
、
一
方
で
は
「
歴
史
的
な
出
来
事
」
の
存
在
論
的
ス
テ
ー
タ
ス
の
分

析
、
他
方
で
は
「
歴
史
過
程
」
の
原
理
的
解
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

①　
「
歴
史
的
な
出
来
事
」
の
同
定
可
能
性

「
歴
史
的
な
出
来
事
」
の
存
在
論
的
ス
テ
ー
タ
ス
を
分
析
す
る
と
は
、
過
去
・
現
在
・
将
来
を
時
間
論
的
に
分
節
し
て
「
過
去
の
出
来

事
」
一
般
の
存
在
論
的
身
分
を
確
定
し
た
う
え
で
、「
歴
史
的
」
な
出
来
事
と
さ
れ
る
も
の
の
同
定
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
歴
史
的
な
出
来
事
」
は
今
日
一
般
的
な
存
在
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
は
容
易
に
客
体
化
的
視
線
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
眼
前
存
在
者
（Vorhandenes

）」
と
し
て
、
生
の
遂

行
に
お
い
て
そ
れ
が
位
置
し
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
同
定
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
た
い
し
歴
史
を
語
る
言
葉
を
遂
行
論
的
に
分
析
す
る
と
い
う
道
に
よ
っ
て
歴
史
的
過
去
事
象
の
同
定
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
・
Ｃ
・
ダ
ン
ト
ー
『
分
析
的
歴
史
哲
学
』（
一
九
六
五
年
）
の
「
物
語
る
こ
と
／
物
語
（narrative

）」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
過
去
の
事
象
の
「
存
在
」
を
先
行
措
定
す
る
以
前
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
事
象
が
「
歴
史
の
語
り
」
を
行
な
う
現

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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在
と
の
か
か
わ
り
で
同
定
さ
れ
る
さ
ま
を
解
明
し
て
い
る）

23
（

。
歴
史
的
出
来
事
そ
の
も
の
の
同
定
に
語
り
の
「
現
在
」
と
の
つ
な
が
り
が
不

可
欠
で
あ
る
さ
ま
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
先
に
見
た
歴
史
的
過
去
と
現
在
と
の
「
つ
な
が
り
」
の
内
実
を
分
析
す
る
と
い
う
課
題
に
応
え
る

ひ
と
つ
の
道
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

②　
「
歴
史
過
程
」
の
解
明
・
提
示

後
者
す
な
わ
ち
「
歴
史
過
程
」
の
原
理
的
解
明
は
、
十
八
世
紀
西
欧
に
成
立
し
た
「
歴
史
哲
学
」
が
人
類
史
規
模
の
発
展
過
程
を
主
題

と
し
、
そ
の
起
源
と
発
展
段
階
・
目
標
、
お
よ
び
発
展
の
原
理
と
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
し
か
た
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
「
歴

史
哲
学
」
は
一
九
六
〇
年
代
に
興
隆
し
た
「
分
析
的
歴
史
哲
学
」、
と
り
わ
け
ダ
ン
ト
ー
の
右
の
著
作
に
よ
っ
て
歴
史
を
語
る
言
語
行
為

の
論
理
に
照
ら
し
て
背
理
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
代
の
「
大
き
な
物
語
の
終
焉
」
論
、
一
九
九
〇
年
前
後
に
登
場
し
た
「
歴
史
の

終
焉
」
論
に
よ
り
、
歴
史
理
論
と
し
て
は
も
は
や
疑
わ
し
い
も
の
と
さ
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
の
進
歩
史
観
に
見
ら
れ
る
欧

米
中
心
主
義
も
ま
た
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
歴
史
哲
学
」
と
い
う
用
語
は
―
―「
分
析
的
歴
史
哲
学
」
の
提
唱
に
も
か
か
わ
ら

ず
―
―
こ
の
種
の
も
の
を
ど
う
し
て
も
連
想
さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
を
避
け
て
「
哲
学
的
歴
史
理
論
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
が
適
当
だ

と
い
う
事
情
に
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
「
歴
史
哲
学
」
の
伝
統
に
は
別
の
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
歴
史
（
の
）
哲
学
」
と
い
う
表
現
を
は
じ
め
て
用

い
た
と
さ
れ
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
歴
史
哲
学
』（
一
八
六
五
年
）
で
な
さ
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
史
観
の
典
拠
と
な
る
旧
約
聖

書
の
歴
史
記
述
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。「
歴
史
哲
学
」
が
支
配
的
歴
史
観
批
判
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
つ
こ
と
が
こ
こ
に

示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
一
七
八
四
年
に
「
世
界
市
民
的
見
地
」
か
ら
「
普
遍
史
」
を
構
想
し
た
と
き
に
出
発
点
と
し
た
の
は
、
過
去

に
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
全
体
と
し
て
は
「
愚
昧
と
虚
栄
」「
悪
意
と
破
壊
欲
」
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
「
不
快
の
念
」
を
禁
じ
え
な
い

と
い
う
認
識
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
否
定
的
な
状
態
を
直
視
し
つ
つ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
秩
序
を
与

16



え
る
「
自
然
の
意
図
」
を
見
い
だ
し
て
歴
史
過
程
を
略
述
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
過
程
の
進
展
を
み
ず
か
ら
促
進
す
る
こ
と
を
カ
ン
ト

は
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
十
八
世
紀
に
成
立
し
た
「
進
歩
」
の
概
念
と
い
え
ど
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
は
「
歴
史
に
お
け
る
退
行
的
な
動
き
」
に
人
び
と
の
目
を
向
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
批

判
的
歴
史
理
論
」
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
と
い
う）

24
（

。

す
る
と
現
状
に
た
い
す
る
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
に
出
立
し
て
、
そ
の
現
状
が
成
立
し
た
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
が

こ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
。

先
行
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』（
一
九
五
八
年
）
は
「
生
命
」「
世
界
性
」「
複
数
性
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
人

間
の
生
の
条
件
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
と
大
衆
社
会
化
の
進
展
に
よ
り
消
失
な
い
し
変
容
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
直
面

し
、
こ
れ
ら
の
条
件
に
対
応
す
る
人
間
の
活
動
と
し
て
の
「
労
働
」「
仕
事
」「
行
為
」
の
相
互
関
係
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
ど
の
よ
う
な

変
遷
を
遂
げ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現
状
の
危
機
の
所
在
を
あ
ら
わ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る）

25
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー

『
哲
学
へ
の
寄
与
（
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
か
ら
）』（
一
九
三
六

－

三
八
年
執
筆
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
人
間
の
作
為
に
よ
っ
て
「
作
る
・
な

す
」
こ
と
が
で
き
る
と
見
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
同
時
代
の
状
況
に
「
存
在
が
存
在
者
の
も
と
を
立
ち
去
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
態
を
読

み
と
り
、
こ
の
事
態
の
出
発
点
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
見
い
だ
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
ま
で
を
総
体
と
し
て
「
存
在
の
歴
史
」
の
「
形
而

上
学
」
と
い
う
時
期
と
捉
え
た
う
え
で
、
そ
れ
と
は
別
の
時
期
へ
の
移
行
を
模
索
し
て
い
る）

26
（

。
さ
ら
に
冒
頭
に
触
れ
た
丸
山
眞
男
「
歴
史

意
識
の
「
古
層
」」（
一
九
七
二
年
）
は
記
紀
神
話
か
ら
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
い
」
と
い
う
定
式
を
抽
出
し
て
、
そ
の
の
ち
近

代
に
ま
で
い
た
る
列
島
社
会
の
人
び
と
の
歴
史
意
識
の
「
執
拗
低
音
」
と
見
な
し
、
そ
の
展
開
を
詳
細
に
た
ど
る
と
い
う
構
え
を
と
っ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
ば
し
ば
「
文
化
本
質
主
義
」「
宿
命
論
」
と
も
批
判
さ
れ
る
が
、
神
話
が
人
間
の
歴
史
に
そ
の
ま
ま
流
れ
込

む
叙
述
を
と
る
こ
と
に
よ
り
「
皇
室
支
配
の
正レ
ジ
テ
イ
マ
シ
イ

統
性
」
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
伏
在
す
る
「
思
考
の
パ
タ
ー

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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ン
」
を
明
示
し
、
不
断
に
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
現
在
を
肯
定
す
る
態
度
の
起
源
と
変
容
的
持
続
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
現
状
か
ら
の
転
換
を
遠
望
し
よ
う
と
す
る
批
判
的
論
考
で
あ
っ
た
。

③　
人
類
史
の
将
来
を
展
望
す
る

い
ま
あ
ら
た
め
て
「
歴
史
的
」
と
い
う
言
葉
に
「
将
来
」
か
ら
振
り
返
っ
て
過
去
の
、
そ
し
て
現
在
進
行
中
の
状
況
を
顧
み
る
態
度
が

含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
歴
史
の
「
将
来
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
る
か
は
依
然
と
し
て
哲
学
的
歴
史
理
論
の
課

題
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

伝
統
的
歴
史
哲
学
へ
の
反
省
に
立
脚
し
て
い
ま
な
お
「
人
類
の
歴
史
の
将
来
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
し
た
の
は
、
リ

ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』（
一
九
八
三

－

八
五
年
）
で
あ
っ
た
。「
過
去
」
の
悲
惨
な
経
験
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
「
将

来
」
の
社
会
状
態
を
、「
現
在
」
に
お
い
て
責
任
あ
る
し
か
た
で
そ
の
実
現
に
コ
ミ
ッ
ト
し
う
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
試
み
で
あ
る
。

こ
の
試
み
は
「
歴
史
意
識
」
論
と
し
て
、「
将
来
」
の
あ
る
べ
き
状
態
を
こ
れ
と
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
へ
と
向
か
う
「
歴
史
的
現
在
」

を
「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
す
な
わ
ち
「
新
た
に
こ
と
を
は
じ
め
る
こ
と
・
お
よ
び
そ
の
能
力
」
と
性
格
づ
け
る
点
で
き
わ
だ
っ
て
い
る）

27
（

。

さ
ら
に
こ
れ
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
の
仕
事
だ
が
、
柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』（
二
〇
〇
九
年
）
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
素
描
し
た
社
会
構
成
体
の
歴
史
を
生
産
様
式
に
で
は
な
く
交
換
様
式
に
着
眼
し
て
構
造
論
的
に
捉
え
直

し
、
も
っ
て
「
世
界
史
の
将
来
」
を
あ
ら
た
に
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
「
大
き
な
物
語
」
の
新
し
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で

あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
あ
ら
た
め
て
主
題
的
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
し
て
浮

上
し
た
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
国
家
」
を
―
―
従
来
の
史
的
唯
物
論
の
よ
う
に
生
産
関
係
の
た
ん
な
る
「
上
部
構
造
」
と
見
な
す
こ
と

な
く
―
―「
経
済
的
下
部
構
造
」
と
し
て
の
交
換
様
式
に
根
差
す
も
の
と
捉
え
、「
資
本 = 

ネ
ー
シ
ョ
ン = 

国
家
」
を
越
え
る
こ
と
を
構

想
し
た
歴
史
理
論
的
著
作
で
あ
る）

28
（

。
こ
う
し
た
企
て
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
現
在
の
状
況
に
定
位
し
つ
つ
「
歴
史
の
将
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来
」
を
語
ろ
う
と
す
る
試
み
が
い
ま
も
な
お
用
済
み
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

２
　「
歴
史
」
の
記
述
を
問
う

歴
史
記
述
に
か
ん
し
て
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
簡
略
に
述
べ
て
お
く
。

ダ
ン
ト
ー
ら
に
よ
る
歴
史
言
明
の
遂
行
論
的
分
析
を
受
け
て
、
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』
第
二
部
は
、
歴
史
学
の
記
述
に
お
い
て
は

物
語
り
的
説
明
だ
け
で
な
く
社
会
科
学
的
法
則
や
一
般
経
験
則
に
基
づ
く
因
果
的
説
明
が
挿
入
さ
れ
る
と
指
摘
し
、
後
者
が
物
語
と
の
派

生
的
関
係
に
あ
る
さ
ま
を
詳
述
し
て
い
る
。
遅
塚
忠
躬
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
は
構
造
史
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り）

29
（

、

そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
り
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
試
み
と
な
っ
て
い
る
。

歴
史
記
述
の
書
法
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
科
学
の
み
な
ら
ず
文
学
と
の
か
か
わ
り
が
問
題
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
歴

史
と
文
学
と
の
区
別
は
十
九
世
紀
に
お
け
る
専
門
学
科
と
し
て
の
歴
史
学
の
興
隆
と
と
も
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
な
お
「
歴

史
」
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
異
な
る
と
い
う
了
解
が
流
通
し
て
い
る
。
こ
の
二
項
対
立
を
退
け
、
歴
史
哲
学
・
専
門
歴
史
叙
述
双
方
の

「
歴
史
」
言
説
を
修
辞
学
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
の
が
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー 

― 

十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

歴
史
的
想
像
力
』（
一
九
七
三
年
）
で
あ
っ
た
。
歴
史
記
述
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
交
叉
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
石
牟
礼
道
子
『
苦
海
浄

土
』（
一
九
六
九
年
）
の
よ
う
な
極
限
的
事
例
を
取
り
上
げ
て
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
詳
細
は
い
ま
は
措
く）

30
（

。

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
ら
に
よ
る
「
歴
史
学
の
言
語
論
的
転
回
」
に
よ
っ
て
歴
史
は
そ
れ
自
体
と
し
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
創
作
物
）」

で
あ
る
と
も
さ
れ
る
な
か
、
専
門
歴
史
研
究
者
は
従
来
よ
り
さ
ら
に
慎
重
に
文
学
と
の
距
離
化
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
研
究
者
で
あ
る
イ
ヴ
ァ
ン･
ジ
ャ
ブ
ロ
ン
カ
は
、
こ
の
「
転
回
」
そ
の
も
の
に
は

批
判
的
な
姿
勢
を
見
せ
つ
つ
も
、
文
学
に
学
ん
で
よ
り
反
省
的
で
よ
り
市
民
に
開
か
れ
た
歴
史
の
書
法
を
編
み
出
す
こ
と
を
提
唱
し
て
い
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る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
使
命
で
あ
る
「
呑
み
込
ま
れ
た
も
の
、
忘
れ
ら
れ
た
も
の
の
痕
跡
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
可
能
に
な
る

と
い
う）

31
（

。
こ
の
忘
却
さ
れ
た
も
の
の
痕
跡
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
抑
圧
さ
れ
た
人
び
と

の
過
去
の
事
跡
の
呼
び
戻
し
と
い
う
構
想）

32
（

、
リ
ク
ー
ル
の
「
気
づ
か
れ
ず
、
挫
折
な
い
し
抑
圧
さ
れ
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
」
の
取
り
戻

し
と
い
う
モ
チ
ー
フ）

33
（

に
通
底
し
て
い
る
。「
歴
史
」
へ
の
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
と
叙
述
と
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
か
が
、
さ
ら
な
る

考
察
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
ダ
ン
ト
ー
は
歴
史
学
的
説
明
を
「
物
語
り
的
説
明
」
と
呼
び
、
そ
の
説
明
力
が
「
自
明
の
理
（truism

）」、
す
な
わ
ち
書
き
手
と

読
み
手
が
暗
黙
裡
に
共
有
し
て
い
る
「
文
化
的
遺
産
」
と
し
て
の
一
般
経
験
則
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が）

34
（

、
同
様
の
着
想
は

じ
つ
は
、
歴
史
叙
述
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
化
と
は
「
文
化
的
な
相
続
財
産
」
に
基
づ
い
て
過
去
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
道
だ
と
す
る
ヘ

イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
に
も
見
ら
れ
る）

35
（

。
先
に
触
れ
た
「
歴
史
」
の
語
り
が
な
ん
ら
か
の
共
同
的
単
位
を
基
礎
に
成
り
立
つ
こ
と
の
内
実
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
へ
の
、
物
語
り
論
的
・
修
辞
学
的
分
析
に
よ
る
応
答
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

３
　
人
間
の
生
の
営
み
に
お
け
る
／
と
し
て
の
「
歴
史
」

だ
が
、
哲
学
的
歴
史
理
論
の
課
題
は
以
上
の
範
囲
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
「
歴
史
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
は
、
ご
く
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史

の
「
な
か
に
」
人
間
は
存
在
し
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ひ
と
が
そ
の
「
な
か
に
」
存
在
す
る
歴

史
と
は
、
枠
組
み
と
し
て
は
長
大
な
時
間
軸
と
空
間
軸
か
ら
な
る
四
次
元
体
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
は
「
過
去
に
生
じ
た
す
べ
て
の
出
来

事
」 

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
四
次
元
体
の
想
定
は
近
年
セ
オ
ド
ア･
サ
イ
ダ
ー
に
よ
っ
て
「
成
長
ブ
ロ
ッ
ク
宇
宙
説
」
と
し
て

哲
学
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も）

36
（

、
こ
の
巨
大
な
四
次
元
体
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
出
来
事
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
、
そ
れ
に
ど
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う
ア
ク
セ
ス
し
う
る
の
か
は
に
わ
か
に
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
歴
史
を
普
遍
史
的
規
模
で
の
「
連
続
体
」
と
捉
え
る
こ
と
を
退
け
る
と

こ
ろ
に
過
去
の
事
象
と
の
真
の
結
び
つ
き
が
可
能
と
な
る
と
見
な
し
た
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
が
、

と
は
い
え
そ
う
し
た
「
連
続
体
」
の
暗
黙
の
想
定
は
依
然
と
し
て
日
常
的
に
も
歴
史
学
研
究
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
「
歴
史
」
を
客
体
的
に
見
る
視
点
、
さ
ら
に
そ
の
個
々
の
出
来
事
を
客
体
的
に
記
述
し
う
る
と
す
る
視
点

以
前
の
と
こ
ろ
で
、「
歴
史
」
は
人
び
と
の
生
き
る
と
い
う
営
み
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
明
る
み
に
出
す
た
め
に
、
先
に
も

触
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
拡
大
と
い
う
事
態
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
予
想
も
さ
れ
な
か
っ
た
未
曽
有
の
事
態
に
直
面
し
て
、
多
く
の
ひ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
・
条
件
の
も
と
で
「
自
分
の
進
退
が
問

わ
れ
る
」
と
い
う
経
験
を
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
分
が
感
染
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
あ
る
い
は
自
分
が
未
発
症
患
者
と
し
て
他
人

に
感
染
さ
せ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
当
然
に
も
な
す
で
あ
ろ
う
は
ず
の
こ
と
を
じ
っ
さ
い
に
な
す
べ
き
か
ど
う
か
の
判
断
が

つ
か
ず
、
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
近
県
に
住
む
認
知
症
の
進
行
し
つ
つ
あ
る
親
族
」
に

「
い
ま
」
会
い
に
行
く
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
の
前
に
立
た
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
、
ど
う
身
を
処
す
か
を
判
断
す
る
基
準
は
、「
倫
理
」
な
い
し
「
道
徳
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
普
遍
的
に
妥
当
す
る
原
理
を
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
前
提
と
し
、
所
与
の
条
件
を
勘
案
し
な
が
ら
、
特
定
の
行
動
な
い
し
非
行
動

を
正
当
な
も
の
と
結
論
づ
け
る
と
い
う
方
途
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
の
事
態
に
端
的
に
現
れ
た
「
全
体
の
状
況
の
見
渡
し
が
た
さ
」
や

「
状
況
の
時
々
刻
々
の
変
化
」
に
直
面
し
た
と
き
、
倫
理
的
命
法
を
根
拠
と
し
て
特
定
の
ふ
る
ま
い
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
諸
関
係
の
網
の
目
の
な
か
に
置
か
れ
て
、
ひ
と
つ
の
行

為
・
非
行
為
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
は
不
可
予
測
的
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
い
っ
た
ん
行
為
・
非
行
為
が
な
さ
れ
た
ら
そ
れ

は
不
可
逆
で
「
取
り
返
し
が
つ
か
な
い）

37
（

」。
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だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
少
な
く
と
も
日
本
社
会
で
は
、
そ
も
そ
も
「
倫
理
」
以
前
の
と
こ
ろ
で
人
び
と
の
行
為
・
非
行
為
を
規
制
し
て

い
る
強
い
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
阿
部
謹
也
が
「
世
間
」
と
呼
ぶ
も
の
の
力
で
あ
る）

38
（

。
個
々
人
を
と
り
ま
く
多
層
的
な
人
間
関
係
に

よ
り
流
動
的
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
と
き
と
し
て
思
い
も
か
け
な
い
制
裁
の
力
を
発
揮
す
る
「
世
間
」
は
、
人

び
と
を
委
縮
さ
せ
、
自
分
の
行
為
・
非
行
為
が
「
村
八
分
」
的
な
排
除
・「
バ
ッ
シ
ン
グ
」
を
招
か
な
い
よ
う
自
主
規
制
さ
せ
る
。
か
く

し
て
「
倫
理
」
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
は
空
語
と
な
り
、「
世
間
」
を
慮
り
な
が
ら
な
さ
れ
る
行
為
・
非
行
為
を
正
当
化
す
る
言
説
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
も
ひ
と
が
あ
え
て
「
自
分
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
す
る
ほ
か
な
い
」
と
決
断
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
「
世
間
」
の
力
を
振
り
切
っ
た
「
単
独
者
と
し
て
の
個
人
」、
哲
学
の
言
葉
で
は
「
実
存
」
と
呼

ば
れ
る
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
振
る
舞
い
を
「
理
屈
な
く
」
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
実
存
」
と
は
特
定

の
根
拠
な
り
原
理
な
り
を
も
っ
て
は
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
主
体
的
な
自
由
」
に
基
づ
い
て
行
為
・
非
行
為
の
選
択
を
行
な
う
態
度
で
あ

る
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
う
し
た
実
存
的
な
「
無
根
拠
」
の
決
断
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
、
当
人
に
は
自
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
支
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
ど
の
よ
う
な
ひ
と
も
自
分
の
生
の
営
み
の
な
か
で
な
し
て
き
た
「
過
去
」
の
他
者
と
の
出
会
い
、
と
り
わ
け
歴
史
叙
述
や

い
わ
ゆ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
創
作
物
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
「
振
る
舞
い
か
た
」
が
、
そ
れ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
広
い

意
味
で
の
各
人
の
「
経
験
」
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
他
者
と
の
「
こ
れ
ま
で
」
の
出
会
い
も
ま
た
、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
た
経
験
は
広
義
の
「
過
去
」
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
、
生
き
る
こ
と
の
「
歴
史
的
」
な
次

元
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
が
と
り
わ
け
危
機
的
な
状
況
に
直
面
し
て
不
意
に
浮
か
び
上
が
り
、
現
在
の
自
分
の
振
る
舞
い

を
方
向
づ
け
る
。
一
見
無
根
拠
に
思
わ
れ
る
「
実
存
的
決
断
」
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
生
の
こ
の
「
歴
史
的
」
な
次
元
に
支
え
ら
れ
て
い
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る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
が
歴
史
を
「
連
続
体
」
と
し
て
想
定
す
る
歴
史
主
義
や
進
歩
史
観
を
退
け
て
過

去
の
呼
び
戻
し
に
よ
る
現
在
の
変
容
を
語
っ
た
の
も
、
こ
の
意
味
で
の
「
歴
史
」
の
機
能
を
明
る
み
に
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
ど
の
よ
う
な
「
過
去
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
経
験
」
と
も
無
関
係
に
、
唐
突
に
決
断
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
も
ま
た
あ
り
う
る
に

は
ち
が
い
な
い
。
だ
が
そ
う
し
た
「
唐
突
な
決
断
」
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
決
断
の
内
容
に
お
い
て
で
は
な
く
唐
突
な
決
断
と

い
う
性
格
を
帯
び
た
振
舞
い
一
般
と
し
て
見
る
な
ら
、
当
人
の
経
験
に
暗
黙
裡
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
行
為
類
型
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
か
ら
不

意
に
浮
か
び
上
が
っ
て
現
在
に
取
り
戻
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
の
芸
術
作
品
は
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い

の
あ
り
よ
う
を
、
小
説
（
た
と
え
ば
カ
フ
カ
）
や
映
画
（
た
と
え
ば
ゴ
ダ
ー
ル
）
に
よ
っ
て
提
示
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
に
見
た
意
味
で
の
生
の
営
み
の
「
歴
史
的
」
な
次
元
、
三
木
清
『
歴
史
哲
学
』（
一
九
三
二
年
）
が
「
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
と
呼

ん
だ
次
元
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
八
年
）
は
「
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit

）」
と
い
う
語
を
用
い
て
分
析
し
、
マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ア
『
美
徳
な
き
時
代
』（
一
九
八
一
年
）
は
「
物
語
り
的
自
己
性
（narrative selfhood

）」
と
い
う
切
り
口
か
ら
主
題
化
し
て
い
る）

39
（

。

「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
次
元
の
意
味
に
お
い
て
捉
え
る
の
は
日
常
的
に
は
稀
な
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
ら
の
論
者
が
用
い
る

「
伝
統
」
と
い
う
言
葉
も
、
近
代
化
が
非
自
生
的
に
行
な
わ
れ
て
「
伝
統
」
を
「
現
代
」
と
対
立
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
日
本
社
会

で
は
誤
解
を
招
く
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
危
機
的
な
状
況
に
立
ち
至
っ
た
と
き
に
、
み
ず
か
ら
の
振
る
舞
い
を
支

え
る
も
の
が
こ
の
意
味
で
の
生
の
物
語
の
授
受
と
し
て
の
「
歴
史
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
哲
学
的
歴
史
理
論
は
客
体
化
さ
れ

た
歴
史
的
事
象
や
歴
史
過
程
と
そ
の
叙
述
を
主
題
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
生
の
営
み
の
こ
の
「
歴
史
」
的
次
元
の
解
明
を
行
な

う
こ
と
に
な
る
。

「
歴
史
」
を
問
う
と
は
―
―
た
と
え
ば
あ
ら
か
じ
め
「
歴
史
理
論
」
や
「
歴
史
学
基
礎
論
」
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
の
所
与

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
―
―
当
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
問
い
進
め
よ
う
と
す
る
者
、
そ
れ
自
身
と
し
て
所
与
の
特
定
の

場
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
歴
史
的
な
存
在
者
の
、
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
状
況
に
根
差
し
て
い
る
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
「
歴
史

的
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
問
わ
れ
る
べ
き
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
の
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
以
上
、
こ
こ
に
は
循
環
が
あ
る
わ

け
だ
が
、
し
か
し
定
義
や
原
理
に
基
づ
く
演
繹
的
推
論
を
思
考
の
最
上
位
の
方
法
と
見
な
さ
な
い
か
ぎ
り
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
よ

う
に
循
環
に
う
ま
く
飛
び
込
ん
で
考
え
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

い
ま
先
取
り
的
に
言
え
ば
、
哲
学
的
歴
史
理
論
が
始
動
す
る
場
面
に
は
「
驚
き
」
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
お
け
る
「
驚
嘆
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
が
投
げ
込
ま
れ
直
面
し
て
い
る
状
況
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
「
緊
急
事
態
」
で
あ
る
こ

と
へ
の
「
驚
愕
」
に
も
似
た
根
本
気
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
そ
れ
は
「
歴
史
」
と
い
う
事
柄
の
「
自
明
性
の
決
定
的
喪
失
」
に
根
差

し
て
い
る
。「
歴
史
」
と
い
う
自
明
に
も
見
え
る
事
柄
が
こ
と
さ
ら
に
「
哲
学
」
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ど
の
よ
う
な
事

情
に
よ
る
の
か
を
問
い
、「
歴
史
」
が
問
題
と
し
て
立
ち
上
が
る
場
面
を
反
省
的
に
捉
え
返
す
こ
と
、
そ
こ
に
哲
学
的
歴
史
理
論
が
そ
の

つ
ど
新
た
に
出
発
す
べ
き
地
点
が
あ
る
。

注
（
１
）　Cf. H

annah A
rendt, The Life of the M

ind, San D
iego/N

ew
 York/London: H

artcourt 1977, vol.1, part II, ch.12; 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
精

神
の
生
活
』
上
（
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
第
一
部
第
Ⅱ
章
12
節 （ 

以
下
外
国
語
テ
ク
ス
ト
の
参
照
は
い
ず
れ
も
原
典
に
拠
り
、

読
者
の
参
考
の
た
め
日
本
語
訳
の
対
応
箇
所
を
併
記
す
る
）、
丸
山
眞
男
「
歴
史
意
識
の｢

古
層｣

」（
一
九
七
二
年
）
同
『
忠
誠
と
反
逆 

― 

転
形
期

日
本
の
精
神
史
的
位
相
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）、
山
崎
朋
子
『
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館 

― 

底
辺
女
性
史
序
章
』（
一
九
七
二
年
）
同

『
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館
』（
文
春
文
庫
、
新
装
版
二
〇
〇
八
年
）。

（
２
）　
「
理
論
」
を
は
じ
め
て theory 

の
訳
語
と
し
て
採
用
し
た
の
は
中
村
正
直
訳
の
Ｊ･
Ｓ･
ミ
ル
『
自
由
之
理
』（
一
八
七
二
年
）
だ
と
推
定
さ
れ
て

い
る
（
森
岡
健
二
編
『
近
代
語
の
成
立　

語
彙
編
』
明
治
書
院
、
改
訂
版
一
九
九
一
年
、
一
〇
五
頁
参
照
）。
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（
３
）　

斉
藤
孝
『
歴
史
と
歴
史
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
序
章
「
歴
史
の
意
味
と
歴
史
学
」、
福
井
憲
彦
『
歴
史
学
入
門
』（
岩
波
書
店
）「
１　

歴
史
へ

の
問
い
／
歴
史
か
ら
の
問
い
」
参
照
。

（
４
）　

狩
野
亨
吉
「
歴
史
の
概
念
」（
一
九
四
〇
年
）『
狩
野
亨
吉
遺
文
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
参
照
。

（
５
）　

斉
藤
孝
前
掲
書
三

－

四
頁
参
照
。
遅
塚
忠
躬
『
史
学
概
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
は
用
語
上
「
歴
史
」
と
「
歴
史
学
」
を
区
別

し
た
う
え
で
な
お
「｢

歴
史｣

と
い
う
言
葉
自
体
が
主
観
的
と
客
観
的
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
併
せ
も
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
書
七
頁

参
照
）。

（
６
）　Cf. https://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

（
二
〇
二
三
年
十
一
月
一
日
閲
覧
）。

（
７
）　

高
山
正
也
国
立
公
文
書
館
館
長
（
当
時
）
名
義
の“

From
 D

evastation to D
iscovery of H

ope for Tom
orrow

: Efforts tow
ards Recovery from

 
the G

reat East Japan Earthquake ”

に
よ
る
（http://ica2012.ica.org/files/pdf/Full%

20papers%
20upload/ica12Final00337.pdf 

―
二
〇
二
三
年

十
一
月
十
九
日
閲
覧
）。

（
８
）　

佐
藤
正
幸
『
歴
史
認
識
の
時
空
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
「
歴
史
と
い
う
言
葉
に
見
る
歴
史
認
識
と
歴
史
意
識
」。

（
９
）　

稲
葉
一
郎
『
中
国
の
歴
史
思
想 
― 
紀
伝
体
考
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
第
一
章
「
歴
史
叙
述
の
形
成
」
参
照
。

（
10
）　

小
林
昇
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
進
歩
の
思
想
」
同
『
中
國
・
日
本
に
お
け
る
歷
史
觀
と
隱
逸
思
想
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
）

一
七
八
頁
参
照
。

（
11
）　

同
箇
所
参
照
。

（
12
）　

戸
川
芳
郎
「
四
部
分
類
と
史
籍
」
東
方
學
会
『
東
方
學
』
第
八
四
号
（
一
九
九
二
年
）
一
一
頁
参
照
（
こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
長
谷
川
大
和
氏
か

ら
教
示
を
受
け
た
）。

（
13
）　

小
林
昇
前
掲
書
一
七
八
頁
参
照
。

（
14
）　

狩
野
亨
吉
前
掲
書
一
一
五
頁
、
佐
藤
正
幸
前
掲
書
四

－

五
頁
、
一
二
頁
、
小
林
昇
前
掲
書
一
八
〇
頁
参
照
。

（
15
）　

佐
藤
正
幸
前
掲
書
八

－

一
三
頁
参
照
。
じ
っ
さ
い
列
島
社
会
の
洋
学
に
も
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
英
華
字
典 Robert M

orrison, A D
ictionary 

of Chinese Language, pt.III, （M
acao: P.P.Thom

s 1822

） 

に
お
い
て history 
に
当
て
ら
れ
た
訳
語
は
「
歴
史
」
で
は
な
く
「
史
書
、
史
記
、
綱
鍳
」

で
あ
っ
た
。
す
る
と
西
欧
語
の
訳
語
と
し
て
の
「
歴
史
」
の
初
出
が
問
題
に
な
ろ
う
。
先
に
見
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
青
地
林
宗
訳
『
輿
地
誌
略
』（
ド
イ
ツ
語
原
典
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
抄
訳
し
た
も
の
）
は
一
八
二
六
年
成
立
で
あ
る
が
、
小
林
昇
に
よ
れ
ば
先
だ

つ
本
多
利
明
『
西
域
物
語
』（
一
七
九
八
年
成
立
）
が
「
歴
史
」
を
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
訳
語
」
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
（
小
林
昇
前
掲
書
一
八
〇

哲学的歴史理論の地平 ―― 序
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頁
参
照
）。

（
16
）　

佐
藤
正
幸
前
掲
書
一
〇
頁
、
一
三
頁
参
照
。

（
17
）　

近
代
学
術
語
の
定
着
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
西
周
の
用
語
法
は
、
時
期
的
に
見
て
「
明
治
六
年
ま
で
の
辞
書
」
に
は
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と

言
わ
れ
て
い
る
た
め
（
森
岡
健
二
前
掲
編
書
一
一
六

－

一
一
七
頁
、
一
五
七
頁
参
照
）、
西
周
は
先
行
す
る
「
歴
史
」
と
い
う
訳
語
を
受
容
し
た
こ

と
に
な
る
。

（
18
）　

佐
藤
正
幸
前
掲
書
一
四

－

一
五
頁
参
照
。
引
用
文
中
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
19
）　Cf. G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel W

erke in zwanzig Bänden, Bd.12, Vorlesungen über die Philosophie der G
eschichte, Frankfurt a.M

.: 
Suhrkam

p 1970, S.83; G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, Vorlesungen über die Philosophie der W
eltgeschichte, Bd.I, D

ie Vernunft in der 
G

eschichte, H
am

burg: Felix M
einer 1955, S.164. 

（
20
）　

佐
藤
正
幸
前
掲
書
二
九

－

三
〇
頁
参
照
。

（
21
）　

た
だ
し
こ
こ
に
は
「
学
者
ノ
訳
出
新
造
ノ
文
字
」
は
収
録
し
な
い
と
い
う
『
言
海
』
の
編
纂
方
針
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（『
言
海
』

六
頁
参
照
）。
な
お
以
下
の
辞
典
類
か
ら
の
引
用
は
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
拠
り
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
る
。

（
22
）　Cf. A

rendt, op.cit., p.11f.; 

ア
レ
ン
ト
前
掲
訳
書
一
五

－

一
六
頁
。

（
23
）　Cf. A

rthur C. D
anto, Analytical Philosophy of H

istory, N
ew

 York: Colum
bia U

P 1965, 21968, ch.V
III; 

ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・
ダ
ン
ト
『
物
語

と
し
て
の
歴
史 

― 

歴
史
の
分
析
哲
学
』（
河
本
英
夫
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
九
年
）
第
八
章
。

（
24
）　W

alter Benjam
in, D

as Passagen-W
erk, W

alter Benjam
in G

esam
m

elte Schriften, Bd.V, Frankfurt a.M
.: Suhrkam

p 1982

（ 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
全
五
冊
、
今
村
仁
司
・
三
島
憲
一
ほ
か
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
〇

－

二
一
年
）N

11a,1; N
13,1.

（
25
）　Cf. H

annah A
rendt, H

um
an Condition, 2nd edition, Chicago/London: The U

niversity of Chicago Press 1998;

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
人
間

の
条
件
』（
志
水
速
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
）。

（
26
）　Cf. M

artin H
eidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom

 Ereignis), M
artin H

eidegger G
esam

tausgabe, Bd.65, Frankfurt a.M
.: K

losterm
ann 

1989; 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿 

― 

性
起
か
ら
（
性
起
に
つ
い
て
）』（
大
橋
良
介･

秋
富
克
哉
訳
、
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
27
）　Cf. Paul Ricœ

ur, Tem
ps et récit, t.III, Paris: Seuil, 1985, 4

m
e partie, II, 7; 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』
第
Ⅲ
巻
（
久
米
博
訳
、
新
曜

社
、
一
九
九
〇
年
）
第
四
部
第
二
篇
第
七
章
。

（
28
）　

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）「
序
文
」「
序
説
」
参
照
。
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（
29
）　

遅
塚
忠
躬
前
掲
書
一
九
六
頁
注
三
一
参
照
。

（
30
）　Cf. H

ayden W
hite, M

etahistory. The H
istorical Im

agination in Nineteenth-Century Europe, Baltim
ore/London: The Johns H

opkins U
P 

1973; 

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー 

― 

一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
歴
史
的
想
像
力
』（
岩
崎
稔
監
訳
、
作
品
社
、
二
〇
一
七

年
）、
石
牟
礼
道
子
『
苦
海
浄
土
』（
新
装
版
、
講
談
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
31
）　Cf. Ivan Jablonka, L ’histoire est une litérature contem

poraine. M
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