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こ
こ
で
い
う
歴
史
と
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
が
、

文
学
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
研
究
と
か

か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
文
学
研
究

が
具
体
性
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
研
究
が
文
学
史
的

な
意
味
で
一
つ
の
方
向
性
を
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文

芸
学
が
真
に
科
学
（
君
耐
ぬ
の
固
の
。
富
津
）
と
し
て
存
立
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、

そ
こ
に
は
歴
史
意
識
の
働
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
研

究
が
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
は
、
歴
史
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
第
一
の
要
件
で
あ
る
。
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
直
接
の
対
象
、

も
し
く
は
研
究
の
出
発
点
と
な
る
も
の
は
作
品
自
体
で
あ
る
か
ら
、
研
究
者
の

主
観
的
諸
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
研
究
者
の
原
体
験
と
も
い
う

べ
き
、
作
品
に
対
す
る
感
銘
や
印
象
が
、
そ
の
ま
ま
記
述
さ
れ
た
も
の
を
学
と

名
づ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
即
ち
、
研
究
者
の
原
体
験
に
出
発
し
、

原
体
験
に
終
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
科
学
的
作
業
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
か
か
る
労
作
も
時
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
一
助

比
較
の
意
味
（
小
川
）

比
較
の
意
味

ｌ
文
芸
社
会
学
の
試
論
Ⅱ
（
文
芸
学
と
文
学
史
）
Ｉた

り
う
る
こ
と
が
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
作
業
の
結
果
と
混
同
し
て
は
な

ら
な
い
。
文
芸
学
を
科
学
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
一
つ
の
明
確
な
意

識
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
様
狗
な
様
態
で
表
現
さ
れ
て
い
る
文
化
的

事
象
を
一
点
に
お
い
て
集
約
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
へ
の
意
志
で
あ
る
と
も
い

え
よ
う
。
作
品
を
主
観
的
領
域
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
文

化
史
的
圏
内
で
作
品
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
時
代
の
文
芸

作
品
は
、
そ
の
時
代
の
文
化
的
現
象
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、
そ
の
時
代
の
文

化
的
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
文
化
的
要
素
の
一
つ
と
い
う
表
現
は
、
文

芸
作
品
の
機
能
を
説
明
す
る
の
に
、
決
し
て
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
つ

ま
り
、
文
芸
作
品
は
「
伝
達
」
の
た
め
の
具
体
的
な
手
段
を
も
っ
て
い
る
言
語

芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
化

を
支
え
て
い
る
重
要
な
部
分
と
し
て
、
言
語
芸
術
で
あ
る
文
芸
作
品
が
あ
る
。

個
々
の
時
代
の
、
あ
る
い
は
個
々
の
民
族
の
文
化
そ
の
も
の
が
盗
意
的
且
つ
孤

立
的
に
生
じ
展
開
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
、
ま
さ
に
歴
史
的
必
然

性
の
下
に
あ
っ
て
、
し
か
も
各
民
族
間
の
影
響
・
交
換
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
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る
こ
と
と
、
文
学
の
歴
史
は
決
し
て
不
可
分
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
文
学
研
究
を
狭
院
な
主
観
的
審
美
観
や
判
断
か
ら
解
放
す
る
こ
と

が
、
文
芸
学
を
学
た
ら
し
め
る
一
義
的
な
要
件
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
一
つ
の
反
省
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
美
に
絶
対
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
る
傾
向
は
な
い
か
。
美
は
美
で
あ
る
と
い
う
、
素
朴
な
、
そ
れ

で
い
て
正
当
で
は
な
い
固
定
観
念
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
審
美
観
が
形
成
さ

れ
て
は
い
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
の
批
評
は
、
こ
う
い
う
先
入
観
に
支
配
さ
れ
て

は
い
な
い
か
。
文
芸
作
品
の
研
究
に
際
し
て
、
豊
か
な
感
受
性
と
言
語
を
通
し

て
の
理
解
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
作
品
の
理
解
が

何
に
通
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
研
究
者
の
理
解
の
結
果
を
、

あ
る
い
は
理
解
の
過
程
を
記
述
す
る
こ
と
で
作
業
が
完
了
す
る
の
で
は
な
い
。

何
故
そ
の
作
品
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
対
象
に
な
る
の
か
。
こ
こ
に
重
要
な
問

題
が
あ
る
。
美
と
い
う
観
念
は
、
決
し
て
非
社
会
的
な
も
の
で
は
な
い
ば
か
り

か
、
む
し
ろ
こ
の
観
念
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
美
は
人
間
に
よ
っ
て
観
念

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
美
は
、
様
食
な
物
的
且
つ
心
的
事
象
に
仮

託
さ
れ
た
人
間
の
観
念
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

物
的
か
つ
心
的
事
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ

こ
に
仮
託
さ
れ
た
人
間
の
観
念
も
一
定
で
は
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
対
象
に
美

を
発
見
す
る
個
々
の
人
間
の
審
美
的
能
力
も
決
し
て
先
天
的
に
同
等
同
質
で
は

な
い
か
ら
、
観
念
さ
れ
た
美
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
審
美

的
能
力
は
、
元
来
資
質
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
多
分
に
生
活
環
境
や
教
育
な
ど

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
社
会
的

に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
美
は
発
見
さ
れ
、
観

念
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
客
観
化
さ
れ
う
る
も
の
で
も
あ
る
。
客

観
化
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
作
品
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で

き
る
。文

芸
学
の
任
務
は
、
文
芸
作
品
の
存
在
の
普
遍
性
を
証
し
す
る
こ
と
に
あ
ろ

う
。
文
芸
学
の
対
象
た
る
個
々
の
作
品
は
、
そ
れ
ら
が
個
々
に
存
在
す
る
時
に

は
、
未
だ
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
な
い
特
殊
の
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し

た
が
っ
て
研
究
者
が
自
己
の
原
体
験
の
範
囲
内
に
留
っ
て
い
る
限
り
、
彼
は
作

品
を
個
的
特
殊
と
い
う
学
的
に
は
未
分
化
の
状
況
の
中
で
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
か
る
状
況
の
中
で
は
、
本
来
作
品
は
歴
史
と
有
機
的
な
連
関
を
保
っ
て
い
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
作
品

の
出
生
を
問
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
最
初
に
行
う
べ
き
作
業
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
が
た
と
え
ば
作
家
論
の
範
囲
内
で
終
始
す
る
時
、
わ

れ
わ
れ
は
十
分
な
満
足
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伝
記
的
考
証
に
よ
っ
て

当
該
作
品
の
出
生
の
源
を
知
ろ
う
と
す
る
方
法
は
、
こ
れ
ま
た
不
可
欠
の
一
義

的
な
要
件
で
あ
る
が
、
そ
し
て
ま
た
「
証
拠
」
の
蒐
集
も
不
可
欠
の
作
業
で
あ

る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
方
法
の
助
け
を
借
り
て
、
対
象
に
な
っ
て
い
る

作
品
を
「
歴
史
」
の
内
部
で
具
体
的
に
位
置
づ
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

る
ほ
ど
文
芸
学
と
い
わ
ゆ
る
文
学
史
は
学
的
範
嶬
に
お
い
て
異
な
る
け
れ
ど
も
、

両
者
は
本
質
的
に
接
点
を
有
し
て
い
る
。
「
『
歴
史
的
に
見
る
』
と
は
、
対
象
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

生
成
・
発
展
の
相
に
於
て
見
る
事
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
対
象
を

、
、
、
、
、
、

継
続
の
相
に
於
て
見
る
事
と
言
っ
て
も
、
変
化
の
底
に
継
続
を
辿
る
事
と
言
つ
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て
も
差
し
支
え
な
い
。
故
に
、
単
な
る
事
実
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
見
ら
れ
な
い

か
ぎ
り
、
如
何
に
羅
列
並
記
さ
れ
た
と
て
、
史
料
の
蒐
集
蓄
積
に
は
な
っ
て
も
、

『
歴
史
』
に
は
な
ら
な
い
。
か
の
『
編
年
記
』
と
か
『
伝
記
辞
書
』
と
か
の
如

き
も
の
は
、
正
に
斯
か
る
も
の
の
適
例
で
、
こ
れ
を
、
今
日
、
厳
密
な
意
味
で

①

歴
史
と
呼
ぶ
人
は
あ
る
ま
い
」
（
傍
点
小
川
）
こ
の
引
用
文
の
中
で
、
既
に
十
分

意
が
尽
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
「
対
象
を
歴
史
的
に
ゑ
る
こ
と

は
、
対
象
を
生
成
・
発
展
の
相
に
お
い
て
ふ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
点

に
、
文
学
研
究
の
基
本
的
な
態
度
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
基
本
的

態
度
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
対
象
が
文
学
作
品
で
あ
る
場
合

に
は
、
こ
れ
を
何
処
迄
も
文
学
作
品
と
し
て
見
、
こ
れ
を
他
の
観
点
か
ら
見
な

い
や
う
に
す
る
事
で
あ
る
。
斯
く
『
観
点
の
純
粋
性
』
を
保
つ
事
、
言
ひ
換
へ

れ
ば
、
納
粋
な
観
点
に
立
つ
事
に
よ
っ
て
、
対
象
の
歴
史
的
価
値
は
、
自
ら
固

を
獲
定
性
得
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
書
か
れ
る
歴
史
は
、
他
の
も

の
の
歴
史
で
は
な
く
、
純
粋
な
文
学
の
歴
史
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
、

対
象
を
そ
の
本
来
性
に
於
て
見
る
と
い
ふ
事
は
、
唯
一
の
観
点
に
立
つ
事
を
意

味
す
る
か
ら
、
其
処
に
生
ず
る
歴
史
的
価
値
は
絶
対
的
な
性
格
を
お
び
る
の
で

②

あ
る
」
更
に
説
明
さ
れ
た
こ
の
基
本
的
態
度
に
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
が
含
ま
れ

て
い
る
の
を
ふ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
引
用
文
は
、
文
芸
学
と
文
学
史
の
接
点
を

明
ら
か
に
教
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
接
点
は
「
観
点
の
純

粋
性
」
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
観
念
の
中
で
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
体
「
観
点
の
純
粋
性
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
文
芸
作
品
を
文
芸
作
品
と
し

て
考
察
す
る
態
度
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
象
を
生
成
・
発

比
較
の
意
味
（
小
川
）

展
の
相
に
お
い
て
み
る
こ
と
と
、
純
粋
な
観
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
引
用
文
の
筆
者
に
よ
れ
ば
、

歴
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
資
料
の
蒐
集
と
そ
の
羅
列
を
意
味
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
を
生
成
・
発
展
の
相
に
お
い
て
み
よ
う
と
す
る
時
、
先

ず
わ
れ
わ
れ
は
文
芸
作
品
の
機
能
と
存
在
理
由
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

審
美
的
観
点
の
糸
を
純
粋
な
観
点
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は

な
い
が
、
作
品
の
機
能
を
考
え
る
時
、
審
美
的
観
点
の
み
が
解
釈
と
評
価
の
た

め
の
支
点
た
り
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
純
粋

な
観
点
」
と
は
そ
も
何
で
あ
る
の
か
と
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
極
め
て
素
朴
な

前
提
に
’
即
ち
文
芸
作
品
は
言
語
芸
術
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
時
、
い
わ

ゆ
る
審
美
的
観
点
の
象
が
作
品
評
価
を
具
体
的
た
ら
し
め
る
か
ど
う
か
。
文
芸

作
品
の
機
能
に
即
し
て
考
え
る
場
合
、
解
釈
と
評
価
に
関
し
て
純
粋
な
観
点
と

い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

作
品
を
生
成
・
発
展
の
相
に
お
い
て
承
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
作

品
を
存
在
せ
し
め
て
い
る
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

「
様
式
の
発
展
に
は
、
二
三
の
社
会
学
的
法
則
を
設
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

、
、
、
、
、

そ
の
第
一
は
、
様
式
の
形
成
に
於
け
る
模
倣
の
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
し
く

勃
興
し
た
階
級
が
、
自
己
の
文
芸
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
見
ら
れ
る
法

則
で
あ
る
。
新
興
の
階
級
は
、
新
興
で
あ
る
か
ら
当
然
過
去
に
於
て
文
化
に
恵

ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
自
己
の
文
芸
様
式
を
作
り
得
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
こ
の
新
し
い
階
級
は
、
過
去
に
於
て
存
在
し
た
新
興
時
代
の
階
級
、
な
ら

び
に
過
去
及
び
現
代
の
他
国
に
於
け
る
自
己
と
同
じ
よ
う
な
新
興
階
級
か
ら
、

七



一
定
の
様
式
を
借
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
様
式
を
模
倣
し
て
、
自
己
の
様
式

を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
ル
ネ
ェ
サ
ン
ス
か

ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
の
間
に
、
商
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
形
成
さ
れ
た
が
、

こ
の
商
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
自
己
の
過
去
に
高
度
の
文
化
を
持
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
商
業
資
本
の
同
じ
よ
う
な
経
済
的
及
び
階
級
的
基
礎
の
上
に
安
定

し
て
い
た
古
代
社
会
の
様
式
（
所
謂
古
典
）
に
模
倣
し
て
、
自
己
の
様
式
を
形
成

し
た
。
そ
こ
で
こ
の
時
代
に
は
古
代
の
形
式
や
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
が
復

③
、
、
、
、

興
し
た
の
で
あ
る
」
文
芸
作
品
は
文
化
現
象
で
あ
り
、
常
に
文
化
史
的
圏
内
で

問
わ
れ
る
べ
き
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
右
の
引
用
文
か
ら
理
解
さ

れ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
あ
る
文
芸
作
品
は
あ
る
社
会
ｌ
あ
る
階
級
の
産
物
で
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
社
会
な
り
階
級
な
り

を
下
部
構
造
と
す
る
文
化
の
本
質
に
通
じ
る
志
向
が
研
究
を
支
え
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
観
点
か
ら
作
品
を
考
察
し
な
い
限
り
、
そ
の
研
究
は
盗

意
的
且
つ
主
観
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
研
究
の
基
本
的
態
度
と
し
て

の
「
純
粋
な
観
点
」
と
は
、
実
は
字
義
通
り
に
い
え
ば
審
美
的
観
点
に
他
な
ら

ず
、
文
化
の
本
質
へ
の
志
向
、
あ
る
い
は
作
品
の
歴
史
的
認
識
に
基
づ
か
な
い

観
点
に
他
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
文
芸
学
と
文
学
史
の
接
点
に
つ
い
て
触

れ
て
き
た
。
こ
の
接
点
を
更
に
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
文
学
史
に
つ
い

ア
イ
ン
ッ
エ
ル
ヴ
イ
ッ
セ
ソ
シ
ヤ
フ
ト

て
今
少
し
考
察
を
加
え
て
ふ
よ
う
。
「
文
学
史
は
個
的
科
学
で
あ
る
。

文
学
史
は
作
品
に
対
し
て
、
作
品
が
存
在
し
、
美
の
領
域
が
存
在
す
る
と
い
う

前
提
を
も
つ
諸
問
題
を
設
定
す
る
。
文
学
史
は
、
決
し
て
原
理
教
義
で
は
な
い

し
、
ま
た
認
識
論
の
か
か
び
分
部
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
文
学
史
は
専
門

④

科
学
で
あ
る
」
こ
の
引
用
文
の
筆
者
で
あ
る
ミ
ル
ヒ
の
文
学
史
に
関
す
る
見
解

を
、
も
う
少
し
推
し
進
め
よ
う
。
彼
は
、
文
学
史
は
美
の
哲
学
と
は
区
別
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
い
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
文
学
史
が
作
品
裁
断
や
作
品
批
評

と
相
適
す
る
か
を
一
義
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
た

だ
大
雑
把
に
い
え
ば
、
こ
の
区
別
は
、
文
学
史
が
科
学
で
あ
ろ
う
と
し
、
認
識

の
た
め
の
方
法
的
な
努
力
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
方
法
と
は
歴
史
学
の
方
法
で
あ
る
。
文
学
史
は
、
歴
史
学
の
主

張
に
従
っ
て
問
題
を
処
理
し
て
い
く
が
故
に
科
学
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
過

去
の
事
象
を
過
去
と
し
て
記
述
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
が
記
述
す
る
も
の
は
、
一

回
限
り
の
反
複
さ
れ
ざ
る
諸
事
象
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
事
象
を
系
統
的
に
分

類
す
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
同
君
号
①
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
歴

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

史
家
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
『
中
世
』
と
『
近
世
』

、
、
、
、
、
、
、

が
区
別
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
論
争
す
る
。
し
か
し
、
同
君
ｏ
言
を
相
互
に

分
つ
正
当
さ
が
あ
り
、
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

…
…
哲
学
者
同
君
。
言
は
正
統
の
概
念
で
あ
る
か
ど
う
か
と
尋
ね
、
歴
史
家
は

同
君
ｏ
言
と
い
う
言
葉
で
作
業
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
学
問
の
不
変
数
式
で
あ

⑤る
」
（
傍
点
小
川
）
ミ
ル
ヒ
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
文
学
史
が
一
般
的
な
文
芸
学
と

区
別
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
文
学
史
は
方
法
的
に
歴
史
学
に
従

う
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
学
史
は
方
法
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
歴
史
科
学
で
あ
り
、
文
芸
批
評
は
歴
史
科
学
で
は
な
い
。

文
芸
批
評
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
に
従
事
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け

⑥

る
芸
術
作
品
の
効
用
と
い
う
こ
と
に
従
事
す
る
」
ミ
ル
ヒ
は
、
哲
学
や
批
評
乃
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至
美
学
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
無
限
定
的
に
用
い
て
い
る
の
で
、
い
さ
さ
か
精

密
さ
に
欠
け
る
憾
承
な
し
と
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
文
学
史
」
以
外

の
学
的
範
嶬
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
の
文
学
史
に
関
す

る
断
定
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。
「
文
学
史
家
は
、
過
去
の
文
学

を
整
理
す
る
。
彼
は
端
緒
と
終
極
を
も
つ
同
君
ｇ
①
を
知
っ
て
い
る
。
批
評

家
は
、
そ
の
終
り
が
自
分
自
身
で
あ
る
両
君
ｇ
①
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
、

か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
問
わ
な
い
で
、
何
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

⑦

か
と
い
う
こ
と
を
問
う
の
で
あ
る
」

文
学
史
家
が
、
文
学
現
象
を
時
代
区
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
列
す
る
こ
と

で
、
自
ら
の
任
務
を
果
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ミ
ル
ヒ
の
こ
の
言
葉
に
そ

れ
な
り
の
正
当
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
意
見
に
は
、
一
種

の
学
問
的
偏
見
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
過
去
の
文
学
の
整
理

と
い
う
だ
け
で
は
、
文
学
史
家
の
任
務
を
論
じ
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
学

、
、
、
、
、
、
、

史
が
常
に
書
き
換
え
ら
れ
る
運
命
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
史
は

整
理
と
排
列
の
作
業
内
に
留
り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ミ
ル
ヒ
は
、
文
学
史
家
と
批
評
家
を
媒
体
と
し
た
客
観
的
存
在
と
主
観
的
存

、
、
、
、
、

在
に
分
類
し
、
何
に
よ
っ
て
「
中
世
」
と
「
近
世
」
を
区
別
す
る
か
が
文
学
史

、
、
、
、
、

家
の
任
務
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
何
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
の

中
に
、
常
に
文
芸
学
全
般
の
も
つ
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
限
り
文
学
史
自
体
の
も
つ
問
題
は
解
決
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
る
ほ
ど
、
文
学
史
に
は
同
宮
ｏ
言
を
規
定
す
る
任
務
が
あ
る
。
し
か

し
、
文
学
史
で
い
う
と
こ
ろ
の
同
君
ｇ
①
は
、
文
芸
作
品
の
本
質
と
機
能
か

比
較
の
意
味
（
小
川
）

ら
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
の
方
法
に
よ
る
時
代
区
分
の
し
か
た
で
は
明
ら

か
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
的
事
実
の
「
一
回
限
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
文

芸
作
品
に
も
そ
の
儘
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
。
文
芸
作
品
の
特
質
は
こ
う
い
う

歴
史
的
事
実
の
特
質
と
は
異
な
る
と
い
う
点
か
ら
、
文
学
史
は
そ
れ
が
歴
史
学

の
範
晴
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
独
自
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

文
学
史
で
い
う
両
君
会
①
は
、
単
に
歴
史
学
の
方
法
で
説
明
し
き
れ
る
も
の

べ
リ
オ
デ
イ
ジ
ー
レ
ソ

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
文
学
史
に
お
け
る
時
代
区
分
に
関
し
て
は
、
作
品

の
様
式
、
主
題
、
形
式
、
素
材
と
い
っ
た
よ
う
な
分
析
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
歴
史

的
必
然
性
と
も
い
う
べ
き
系
譜
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
徹

底
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
分
の
視
点
や
同
君
○
房
そ
の
も
の
の

構
造
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
学
史
家
が
あ
る
同
宮
。
言
を
扱
う
際
に
、

彼
は
そ
の
時
代
の
作
品
群
を
帰
納
的
に
取
り
扱
う
だ
ろ
う
。
ミ
ル
ヒ
は
、
哲
学

者
（
文
芸
学
者
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
）
は
、
同
君
ｏ
言
は
正
統
の
概
念
で
あ
る
か

ど
う
か
と
尋
ね
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
疑
問
は
、
彼
が
作
品
を
演
緯
的
に
扱

う
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
更
に
普
遍
の
中
に
特
殊
を
見
出
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
文
芸
作
品
を
文
芸
作
品
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
制
約
は
、
文

芸
学
に
偏
狭
な
一
種
の
芸
術
至
上
主
義
的
な
柳
を
は
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
文

芸
作
品
を
文
化
現
象
と
し
て
考
察
し
、
文
学
史
を
文
化
の
集
約
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
形
で
把
え
る
視
点
が
、
文
学
史
と
文
芸
学
と
の
接
点
を
強
力
に
保

た
し
め
る
の
で
あ
る
。
「
文
学
史
が
科
学
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
何

よ
り
も
他
の
科
学
の
構
造
を
模
倣
す
る
の
を
断
念
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け

七
五



れ
ぱ
な
ら
な
い
。
実
験
室
の
科
学
に
と
っ
て
現
実
的
で
あ
る
す
べ
て
の
方
法
も
、

文
学
史
に
と
っ
て
は
比
瞼
的
な
も
し
く
は
理
想
的
な
意
味
の
も
の
で
し
か
あ
り

得
な
い
。
詩
的
天
才
の
分
析
と
砂
糖
の
分
析
と
は
そ
の
名
前
の
ほ
か
何
等
共
通

の
も
の
を
有
し
な
い
。
模
倣
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
文
学
上
の
ジ
ャ
ン
ル
と
生

殖
に
よ
っ
て
存
続
す
る
生
物
の
種
と
を
同
一
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
純
粋
に
名

③

目
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
」
こ
れ
は
テ
ー
ヌ
や
ブ
リ
ュ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
方
法

に
対
す
る
三
木
清
の
批
判
で
あ
る
。
構
造
の
模
倣
と
い
う
時
、
そ
れ
が
自
然
科

学
の
構
造
の
模
倣
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ミ
ル
ヒ
の
い
う
歴
史
学
の
構
造
の

模
倣
と
い
う
こ
と
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
文
学
史
が
他
の
科
学
の
構
造
の
模

倣
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
分
析
概
念
と
し
て
の
作
品
の
様
式
、
主

題
、
形
式
、
素
材
等
為
を
綜
合
的
に
考
察
し
、
こ
れ
ら
の
根
差
し
て
い
る
文
化

的
基
盤
に
通
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
他
の
作
品
と
の
共
通
点
、
一
致

点
、
相
反
点
の
指
摘
並
び
に
、
当
該
作
品
の
属
し
て
い
る
同
ｇ
ｏ
言
と
前
後

す
る
同
君
ｇ
の
の
比
較
、
そ
し
て
相
互
間
の
影
響
と
伝
播
に
関
す
る
研
究
を

行
う
こ
と
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
「
人
間
の
内
部
は
た
だ
言
語
に
お
い
て
の
承
、

自
己
の
完
全
な
、
普
遍
的
な
、
客
観
的
な
表
現
を
見
出
す
。
こ
こ
に
広
義
に
お

け
る
文
学
が
精
神
生
活
及
び
歴
史
の
理
解
に
対
し
て
有
す
る
甚
だ
重
要
な
る
意

味
が
存
す
る
。
…
…
デ
ィ
ル
タ
イ
は
詩
は
生
の
信
憲
す
べ
き
解
釈
で
あ
る
と
述

べ
、
文
学
が
生
の
解
釈
と
し
て
優
越
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
認
め
た
。
歴
史

上
の
記
念
物
、
事
件
の
原
因
な
ど
の
解
釈
に
し
て
も
、
文
学
を
も
っ
て
伝
へ
ら

れ
た
も
の
と
関
係
し
て
初
め
て
満
足
な
結
果
に
導
か
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
文
書

に
お
い
て
保
存
さ
れ
た
人
間
的
存
在
の
遺
物
の
解
釈
が
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
技
術

と
方
法
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
解
釈
学
の
発
展
が
何
よ
り
も
言
語

の
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
の
深
化
と
結
び
附
い
て
ゐ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ

し
て
言
語
の
深
き
本
質
に
つ
い
て
理
解
を
有
す
る
こ
と
は
言
語
の
芸
術
た
る
文

学
及
び
そ
の
歴
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

⑨ぬ
」
文
学
史
に
対
す
る
こ
の
基
本
的
態
度
に
の
っ
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の

よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
文
芸
作
品
が
内
包
し
て
い
る
も
の
は
、

歴
史
、
い
う
な
れ
ば
文
化
の
歴
史
に
た
え
ず
働
き
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

、
、
、
、

あ
る
。
こ
の
働
き
か
け
は
、
文
芸
作
品
を
一
つ
の
社
会
的
総
体
と
し
て
考
察
す

る
こ
と
で
具
体
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
考
察
す

る
時
に
こ
そ
、
文
学
史
と
文
芸
学
は
そ
の
接
点
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。
単

に
文
化
史
的
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
文
化
的
事
象
の
ま
さ
に
根
幹

で
あ
る
言
語
の
本
質
が
、
常
に
社
会
的
な
も
の
に
根
差
し
て
い
る
と
い
う
事
実

か
ら
、
文
芸
作
品
の
本
質
と
機
能
が
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
芸
作
品
を

社
会
的
総
体
と
し
て
把
え
る
時
に
は
、
そ
の
作
品
を
生
承
出
し
た
基
盤
、
即
ち

歴
史
の
流
れ
の
中
で
継
起
す
る
社
会
的
な
諸
要
因
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
、
あ

る
い
は
研
究
を
学
問
的
に
無
意
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
作

品
間
の
因
果
関
係
的
法
則
、
乃
至
文
学
史
の
持
つ
文
化
史
的
に
必
然
的
な
系
譜

が
、
常
に
書
き
換
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
の
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
ょ

浄
局
ノ
○

歴
史
と
相
渉
る
こ
と
の
意
は
、
た
と
え
ば
文
芸
学
に
お
い
て
は
、
作
品
を
通

し
て
古
い
時
代
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
か
か
る
沈
潜
を
、
人

は
学
問
と
混
同
す
る
が
、
そ
れ
は
甚
だ
し
い
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
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い
。
か
か
る
意
味
で
誤
解
さ
れ
易
い
一
つ
の
態
度
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
作
品

解
釈
、
即
ち
イ
ン
タ
ー
プ
レ
タ
チ
オ
ー
ン
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か

し
イ
ン
タ
ー
プ
レ
タ
チ
オ
ー
ン
は
、
所
謂
言
葉
の
謎
解
き
で
は
な
い
。
解
釈
そ

の
も
の
に
、
研
究
者
の
主
体
の
反
映
が
あ
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て

こ
の
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
作
業
の
ま
さ
に
重
要
な
基
礎
を
な
す
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
研
究
主

体
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
研
究
者
自
身
の
態
度
の
問
題
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
更
に
原
初
的
な
問
い
か
け
を
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ

う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
文
芸
学
者
と
は
何
か
、
文
学
史
研
究
に
従
事
す

る
人
間
と
は
何
か
」
今
一
度
わ
れ
わ
れ
は
、
三
木
清
の
文
章
の
引
用
に
よ
っ
て

理
解
の
一
助
と
し
よ
う
。
三
木
は
（
こ
れ
は
文
学
史
家
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ

る
が
）
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
も
し
文
学
史
の
考
察
す
べ

き
主
た
る
対
象
が
傑
作
で
あ
り
、
そ
れ
の
含
む
美
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
批

評
は
文
学
の
歴
史
と
離
す
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
進
ん
で

文
学
史
は
本
来
文
学
批
評
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
さ
へ
な
る
で
あ
ら
う
。
ｌ

批
評
の
根
本
を
な
す
も
の
は
広
い
意
味
で
の
印
象
批
評
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
作

品
に
接
す
る
と
き
、
私
は
つ
ね
に
一
定
の
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
疑
ふ
こ
と
の

で
き
ぬ
事
実
を
如
何
に
評
価
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
’
け
れ
ど
も
主
観
的

判
断
を
な
く
し
て
は
文
学
に
お
け
る
ま
さ
に
文
学
的
な
も
の
の
理
解
は
不
可
能

に
な
る
で
あ
ら
う
。
も
し
我
々
が
我
を
自
身
の
印
象
を
抹
殺
し
去
る
な
ら
ば
、

我
々
は
つ
ま
り
他
の
人
々
の
印
象
に
よ
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ｌ
我
々
が
自

分
自
身
の
主
観
的
な
批
評
を
避
け
る
場
合
、
我
々
は
知
ら
ず
識
ら
ず
他
の
或
る

比
較
の
意
味
（
小
川
）

権
威
者
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
る
批
評
乃
至
は
伝
統
的
に
行
は
れ
る
批
評
に
信

頼
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ｌ
か

や
う
に
し
て
勝
れ
た
文
学
史
家
は
同
時
に
勝
れ
た
文
学
批
評
家
で
な
け
れ
ば
な

⑩

ら
ぬ
」
こ
こ
で
は
、
三
木
は
視
野
の
広
い
文
学
史
家
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
所
謂
文
芸
学
に
従
事
す
る
も
の
と
文
学
史
に
従
事
す
る
も
の
が
、

不
可
分
離
で
あ
る
《
こ
と
の
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
品
か
ら
最
初
に

一
定
の
印
象
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
印
象
批
評
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
作
品
に
対
し
て
研
究
者
の
主
体
が
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に
三
木
の
い
う
伝
統
的
に
行
わ
れ
る
批
評
に
対
す
る

無
批
判
な
寄
り
か
か
り
へ
の
拒
絶
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ミ
ル
ヒ
の
い
う
文
学

史
家
は
過
去
を
取
り
扱
い
、
同
君
ｏ
言
の
最
先
端
に
い
る
批
評
家
は
自
分
に
と

っ
て
重
要
な
こ
と
を
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
ば

か
り
か
、
本
質
的
に
は
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
芸
学
は
こ
の
相

通
じ
る
点
か
ら
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

既
に
述
べ
た
如
く
、
作
品
の
解
釈
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
、
解
釈
の
際
に
、
そ
こ
に
反
映
す
る
研
究
者
の
主
体
性
が
重
要
な
問
題
で

あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
文
芸
学
を
字
義
通
り
学
た
ら
し
め
る
に
は
、
解
釈
の

結
果
が
単
な
る
印
象
批
評
に
留
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
同
君
ｏ
言
の
最
先
端
に
い
る
批
評
家
」
が
同
ｇ
ｏ
言
を
意
識
す
る
時
に
、

初
め
て
彼
の
批
評
は
効
用
の
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
と
相
渉
る
と

い
う
こ
と
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
は
ま
こ
と
に
具
体
的
な
こ
と
で
あ
る
。

研
究
主
体
が
、
こ
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
初
め
て
そ
の
研
究
が
具
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体
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
現
代
に
対
す
る
告
発
を
聞
く
こ
と
か
ら
、

更
に
論
を
進
め
よ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
見
解
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
現
代
に

お
い
て
は
精
神
科
学
が
い
か
に
片
隅
で
辛
う
じ
て
己
が
立
場
を
守
っ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
嘆
き
、
そ
れ
は
工
業
と
技
術
の
所
為
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

多
く
の
学
生
達
は
、
過
去
の
時
代
の
偉
大
な
作
家
達
よ
り
、
同
時
代
の
作
家
達

に
惹
か
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
劇
場
で
は
、
情
熱
的
な
闘
い
が
生
じ
る
。
つ
ま

り
古
典
に
は
精
々
あ
る
種
の
敬
意
が
払
わ
れ
る
だ
け
で
、
演
出
者
が
そ
れ
を
大

胆
に
当
世
風
に
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

い
ろ
い
ろ
な
当
世
風
の
試
承
が
評
価
さ
れ
る
。
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ

は
ま
る
で
人
々
の
父
祖
の
家
に
多
く
の
部
屋
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
実
で
な

い
か
の
如
く
、
古
い
時
代
の
作
品
に
対
し
て
異
様
な
熱
心
さ
で
演
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
一
般
的
な
風
潮
は
、
工
業
と
技
術
を
満
足
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
が
、
精
神
科
学
の
存
続
を
損
ね
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
科
学
は
歴
史
的
で

あ
る
が
故
に
、
ま
た
歴
史
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
人
々
の
尊
敬
を
失
く
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
更
に
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
歴
史
へ
の
沈
潜
や
、
伝

統
に
対
す
る
畏
敬
、
過
去
へ
の
愛
情
が
無
視
さ
れ
た
り
、
い
か
が
わ
し
い
呼
名

を
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
時
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
抗
議
が
な
さ
れ
て

当
然
で
あ
ろ
う
。
今
日
ま
さ
に
、
こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
即
ち
、
享
受
的

、
、
、
、
、
、
、

と
か
博
物
館
的
と
か
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
か
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

言
葉
が
堂
々
と
ま
か
り
通
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
言
葉
で
、
自
ら

を
近
代
的
精
神
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
人
々
は
、
歴
史
的
に
考
え
感
じ
る
人

⑪

間
に
関
す
る
自
ら
の
判
断
を
制
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
、

根
本
的
な
認
識
に
お
い
て
、
そ
の
方
向
づ
け
を
誤
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
精

神
科
学
が
片
隅
の
科
学
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
故
な
し
と

し
な
い
。
そ
の
根
拠
、
そ
の
原
因
の
探
索
を
彼
は
断
念
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の

責
を
工
業
や
技
術
に
帰
す
こ
と
の
承
で
は
、
何
の
説
明
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
分
彼
が
現
代
と
い
う
同
君
ｇ
①
を
十
分
認
識
し
て
い

な
い
こ
と
と
、
彼
の
歴
史
認
識
が
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
現
代
が
歴
史
の
継
起
の
結
果
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
意
識

の
希
薄
さ
が
、
彼
の
主
張
の
中
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
げ
足
を
取
る
つ

も
り
は
な
い
が
、
彼
自
身
の
一
連
の
作
物
、
と
り
わ
け
ゲ
ー
テ
に
関
す
る
一
大

著
作
の
序
文
で
、
彼
は
極
め
て
盗
意
的
に
あ
る
種
の
作
家
達
を
博
物
館
行
き
と

片
附
け
て
い
る
こ
と
と
、
上
の
引
用
文
中
の
同
じ
言
葉
に
対
す
る
彼
の
焦
慮
を
、

彼
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
意
識
の
欠
如
が
惹

き
起
し
た
矛
盾
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
勿
論
、
こ
う
い
っ
た
通
り
一

辺
の
言
葉
で
過
去
を
片
附
け
る
や
り
方
は
、
決
し
て
肯
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
う
い
う
や
り
方
も
、
そ
の
実
は
歴
史
に
対
す
る
不
感
症
の
し
か
ら
し
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
ま
さ
に
学
問
的
必
然
に
従
っ
て
い
る
時
に

は
、
た
と
え
ば
歴
史
に
沈
潜
す
る
こ
と
を
決
し
て
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
た
と
え
ば
古
典
に
対
す
る
認
識
に
欠
け
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
重
要
な

こ
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
い
る
か
ら
古
典
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
、
歴
史
に
従
事
す
る
も
の
の
道
は
既
に
示
さ
れ
て
い
る
と
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し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
彼
は
、
自
ら
を
そ
れ
に
方
向
づ
け
る
こ
と
を
決
心

し
た
過
去
の
精
神
や
、
古
代
や
中
世
の
精
神
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
や
、

遠
い
昔
に
用
い
ら
れ
た
イ
デ
ィ
オ
ム
の
意
味
や
文
法
以
外
に
は
、
何
も
の
に
も

心
を
煩
わ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
何
故
な
ら
、
す
べ
て
過
去
の
も
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
偏
見
や
、
わ
れ
わ
れ
の
我
意
や
願
望
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
…
…
そ
し
て
、
す
べ
て
過
去
の
も
の
は
、
誠
実
で
忍
耐
強
い
自
己
放
棄

に
対
し
て
の
承
開
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
放
棄
の
能
力
を
証
し
す
る

も
の
、
ま
た
遂
に
は
歴
史
の
中
に
侵
入
し
、
既
に
長
い
間
消
え
て
い
た
も
の
を

再
び
理
解
し
現
在
化
で
き
る
も
の
が
、
今
日
的
な
意
味
で
妥
当
と
思
わ
れ
て
い

る
精
神
の
呪
縛
か
ら
免
れ
、
自
由
に
こ
の
精
神
に
対
し
た
り
承
認
し
た
り
、
ま

⑫

た
拒
絶
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
」
し
か
し
自
己
放
棄
に
よ
っ
て
過
去
が
現
在
化

さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
時
、
矢
張
り
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
論
理
の
矛
盾
を
感

じ
ざ
る
を
得
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
過
去
的
な
も
の
、
あ
る
い

は
歴
史
は
既
に
消
え
去
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
歴
史
に
対
す
る
こ
の
基

本
的
な
態
度
か
ら
、
彼
の
作
品
解
釈
は
出
発
し
て
い
る
と
い
え
る
の
ど
は
あ
る

ま
い
か
。
勿
論
、
解
釈
に
際
し
て
、
彼
の
主
体
の
反
映
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
い
や
そ
れ
の
象
な
ら
ず
、
彼
の
業
績
は
わ
れ
わ
れ
に
多
大
の
示
唆
を

与
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
と
い
う
こ
と

も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
い
さ
さ
か
批
判
を
試

ふ
よ
う
と
す
る
所
以
は
何
か
。
既
に
言
及
し
た
如
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
彼

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
、
ま
さ
に
彼
独
自
の
〆
巨
昌
降
号
吋
旨
蔚
爲
官
の
冨
口
○
口

の
文
芸
学
と
い
う
広
範
な
学
的
範
嬬
に
お
け
る
限
界
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
も

比
較
の
意
味
（
小
川
）

あ
る
。わ

れ
わ
れ
は
、
も
う
一
度
本
論
の
最
初
の
部
分
で
述
べ
た
美
の
絶
対
化
と
い

う
問
題
に
立
ち
戻
ろ
う
。
美
は
絶
対
的
な
何
か
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ

れ
に
対
し
て
、
美
は
人
間
に
よ
っ
て
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
観
念
は

ひ
い
て
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
。
美
の
本
体
は
、
た

と
え
ば
形
象
で
あ
り
、
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
色
彩
で
あ
る
。
本
体
は
か
く
具
体
性

を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
空
無
の
中
に
美
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
美
学
と
い
う
学
問
の
あ
る
所
以
で
あ
る
。
美
学
は
美
の

本
質
を
追
求
す
る
学
問
で
あ
る
限
り
、
形
而
上
学
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
美
学
が
美
に
神
秘
性
を
附
与
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
最
早
学
と
し
て

の
具
体
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
て
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
種
の
文
芸
作

品
に
接
す
る
時
に
得
る
感
動
や
印
象
を
、
わ
れ
わ
れ
は
分
析
し
、
記
述
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
あ
る
種
の
読
者
の
場
合
に
は
、
極
め
て
素
朴
な
次
元
で
、
こ
の

作
品
の
価
値
を
断
ず
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
文
芸
作
品
は
、
本
来
は
ま
さ
に
公

平
に
誰
彼
の
差
別
な
し
に
ｌ
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
流
儀
に
い
え
ば
ｌ
享
受
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
切
の
芸
術
作

品
は
、
こ
う
い
う
風
に
志
向
す
る
）
。
，
従
っ
て
文
芸
作
品
は
、
本
来
あ
る
種
の

宗
教
的
教
典
の
如
く
深
遠
且
つ
不
可
知
論
的
説
明
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
作
品
が
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
退
屈
極
ま
り
な

い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
読
者
次
第
で
あ
る
。
読
者
の
感
受
性
の
度
合

や
、
知
的
訓
練
の
度
合
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
も
し
こ
の

種
の
読
者
よ
り
高
級
で
あ
り
、
即
ち
何
ら
か
の
読
書
の
為
の
補
助
手
段
を
弁
え

七
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て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
読
承
の
深
さ
を
誇
る
も
の
で
あ
と
る
す
る
な

ら
ば
、
更
に
次
元
の
高
い
と
こ
ろ
で
そ
の
作
品
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
価
値
、
あ
る
い
は
か
か
る
価
値
を

付
与
さ
れ
た
作
品
は
、
果
し
て
十
分
客
観
性
を
獲
得
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
明

で
は
な
い
。
従
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
己
れ
の
主
観
的
感
情
が
学
問
と
、
と

り
わ
け
文
芸
学
と
調
和
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
学
問
は
正
当
性
を
獲
得
す
る

⑬

と
い
う
彼
の
学
問
の
発
想
は
理
解
で
き
る
が
、
彼
が
次
の
如
く
解
釈
の
任
務
を

説
く
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
し
て
そ
こ
に
解
釈
の
終
点
を
ゑ
る
よ
う
に
思
う
。

「
あ
る
詩
の
リ
ズ
ム
に
わ
れ
わ
れ
の
心
が
触
れ
た
と
感
じ
、
一
瞬
も
わ
れ
わ
れ

の
感
情
が
つ
ま
づ
か
ず
に
、
た
と
え
掴
ゑ
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
で
も
、
は
っ
き

り
と
感
覚
で
把
え
ら
れ
る
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
全
体
と
し
て
そ
の
詩
固

有
の
美
を
知
覚
し
て
い
る
。
こ
の
知
覚
を
伝
達
し
得
る
認
識
に
精
製
し
、
こ
の

⑭

認
識
を
個
々
に
論
証
す
る
こ
と
が
、
解
釈
の
任
務
で
あ
る
」
こ
こ
で
彼
は
、
玄

人
（
甸
○
厨
。
言
崎
）
と
素
人
（
匡
の
三
号
の
Ｈ
）
が
分
た
れ
る
と
い
う
。
即
ち
後
者

は
作
品
に
接
し
て
、
か
か
る
論
証
の
必
要
性
を
感
じ
な
い
が
、
そ
れ
と
は
反
対

に
論
証
の
可
能
性
が
文
芸
学
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ヘ
ル
メ
ノ
イ
ラ
イ
ツ
シ
ユ

こ
の
論
証
が
な
し
遂
げ
ら
れ
た
時
に
解
釈
の
解
釈
学
的
循
環
が
完
了
す
る
と
説

く
。
こ
う
い
う
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
解
釈
法
自
体
の
具
体
性
を
、
多
分
誰
も
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
勿
論
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
た

だ
法
（
〆
ロ
ロ
牌
）
に
終
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
憾
承
な
し
と
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
こ
の
方
法
は
必
須
不
可
欠
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
方
法
は
研

究
の
唯
一
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
、
メ
ー
リ
ヶ
の
「
ラ
ン
プ
に
寄
せ
て
」
に

関
し
て
克
明
な
解
釈
を
試
ゑ
た
。
わ
れ
わ
れ
異
邦
の
研
究
者
に
は
ｌ
多
分
期

待
で
き
な
い
程
の
克
明
さ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
故
に
メ
ー
リ
ヶ
の
こ

の
作
品
が
選
ば
れ
た
か
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
、
何
故
と
か
だ
か
ら
と
か
い
う
風

に
説
明
し
な
い
で
、
た
だ
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
矢
張
り
わ

、
、
、

れ
わ
れ
は
何
故
に
こ
の
詩
が
選
ば
れ
た
か
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

彼
が
こ
の
作
品
に
愛
着
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
適
当
な

分
量
の
作
品
だ
か
ら
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
し
た
る
理
由
で
は
な
い
。
要
す

る
に
、
彼
の
主
観
的
感
情
が
こ
の
詩
に
よ
っ
て
自
ら
を
論
証
す
る
こ
と
を
要
求

し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
誤
り
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
コ

し
か
し
彼
は
歴
史
的
に
、
結
果
的
に
は
ま
さ
に
歴
史
的
に
作
品
を
扱
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
シ
ュ
タ
ィ
ガ
ー
が
現
代
の
人
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
解
釈
の
記
述

が
現
代
の
彼
と
同
じ
研
究
者
の
共
感
を
呼
ぶ
も
の
と
は
限
る
ま
い
。
同
君
ｏ
意

つ
ま
り
メ
ー
リ
ヶ
の
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
両
君
ｏ
言
が
、
論
証
の
結
果
明

ら
か
に
な
っ
た
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
作
品
は
そ
う
い
う
論
証
の
為
に

ふ
さ
わ
し
い
作
品
が
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
残
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
は

文
学
は
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
い
、
そ
れ
は
否

定
す
べ
く
も
な
い
が
、
そ
の
為
に
は
解
釈
に
よ
る
論
証
の
必
然
性
が
他
の
観
点

か
ら
、
ま
さ
に
歴
史
的
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

シ
ュ
タ
ィ
ガ
ー
は
、
解
釈
法
は
非
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、

真
の
解
釈
に
は
既
に
し
て
註
釈
が
纒
綿
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
註
釈
は
、
言

語
の
状
態
や
意
味
、
信
仰
や
思
想
、
時
代
の
慣
習
に
関
し
て
、
ま
た
社
会
的
か
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つ
政
治
的
状
況
に
関
し
て
す
ら
説
明
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
註
釈
そ

⑮

の
も
の
が
、
解
釈
の
歴
史
的
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
。
こ
う
い
う
註
釈

が
含
ん
で
い
る
の
は
文
献
的
知
識
の
示
唆
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
継
起
と
し
て

把
え
ら
れ
る
歴
史
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
既
に
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
歴
史
観
か
ら

も
明
ら
か
に
な
っ
た
如
く
、
彼
に
お
い
て
は
歴
史
は
継
起
の
結
果
が
も
た
ら
す

継
起
と
い
う
一
連
の
時
間
の
流
れ
の
中
で
は
把
え
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

彼
の
取
り
扱
う
作
品
は
か
か
る
意
味
で
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
「
も
し
わ
れ
わ

、
、

れ
が
、
こ
の
人
間
の
空
想
力
の
支
配
を
時
間
と
し
て
ｌ
超
越
的
な
美
学
と
い

、
、

う
意
味
で
ｌ
解
釈
し
て
も
よ
い
の
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
様
式
は
時
間
の
変
態
と

し
て
証
し
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
即
ち
一
作
品
、
一
詩
人
、
一
時
代

を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
包
括
的
で
あ
れ
顕
現
的
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
時
間
的
構

⑯

造
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
」
卓
抜
な
把
え
方
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
時
間
の
内
容
を
更
に
具
体
的
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
シ
ュ

タ
イ
ガ
ー
の
い
う
様
式
に
関
し
て
、
い
さ
さ
か
の
異
論
も
差
し
は
さ
む
も
の
で

は
な
い
が
、
文
芸
作
品
を
社
会
的
総
体
と
承
る
時
、
ま
た
そ
こ
に
人
間
的
な
も

、
、

、
、

の
の
集
約
を
ゑ
る
時
に
は
、
こ
の
時
間
は
更
に
具
体
的
に
、
即
ち
ま
さ
に
流
れ

、
、
、
、
、

て
い
る
も
の
と
し
て
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
文
芸
学
と
文
学
史

の
接
点
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
「
文
芸
学
は
、
普
遍
的

な
文
化
科
学
の
一
環
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
様
式
現
象
を
洞
察
し
、
作
品
乃
至

同
君
ｏ
言
の
多
様
性
に
お
け
る
統
一
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
式
の
本

⑰

質
の
正
当
さ
に
従
う
の
で
あ
る
」
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
提
言
は
、
わ
れ
わ
れ
に
重

要
な
示
唆
を
与
え
る
が
、
依
然
と
し
て
彼
は
局
限
さ
れ
た
枠
内
か
ら
出
よ
う
と

比
較
の
意
味
（
小
川
）

は
し
な
い
。
彼
は
過
去
的
な
も
の
を
、
そ
れ
が
あ
る
が
侭
に
、
つ
ま
り
静
止
の

状
態
に
お
い
て
承
よ
う
と
す
る
。
彼
は
文
献
学
的
諸
要
素
、
伝
記
的
諸
条
件
を

補
助
手
段
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
で
研
究
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
歴
史

的
条
件
は
満
足
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
様
式
が
「
体

験
さ
れ
た
も
の
、
習
得
さ
れ
た
も
の
、
受
け
継
が
れ
た
も
の
」
と
規
定
す
る
が
、

⑬

そ
の
反
対
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
。
し
か
し
同
君
ｏ
言
の
内
容
を
考
え
る
時

に
は
、
両
面
か
ら
の
様
式
の
規
定
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
両

者
の
関
係
は
本
質
的
に
は
同
一
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
の
い
う
よ
う
に
様

式
規
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
様
式
変
遷
の
必
然
性
は
論
理
的
に
説

明
で
き
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
解
釈
は
、
《
頭
》
と
か
か
わ
り
合
い
を
持

エ
ル
プ
シ
ヤ
フ
ト

ち
、
様
式
の
変
遷
の
研
究
は
、
『
受
け
継
が
れ
た
も
の
』
と
そ
の
中
で
受
け
継

が
れ
た
も
の
を
己
が
も
の
に
す
る
こ
と
が
完
成
さ
れ
る
過
程
と
、
か
か
わ
り
合

い
を
持
つ
。
こ
の
二
つ
の
方
法
は
、
相
互
に
妨
げ
合
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら

②

二
つ
の
方
法
は
、
共
に
文
学
の
存
在
と
生
成
の
為
に
戦
う
」
こ
こ
に
シ
ュ
タ
ィ

ガ
ー
の
方
法
に
関
す
る
帰
結
を
象
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
彼
の
い
う
こ
れ

ら
二
つ
の
方
法
は
、
本
質
的
に
は
決
し
て
同
一
軌
道
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
こ
の
彼
の
意
見
は
、
文
芸
学
を
巨
視
的
に
文
化
科
学
の
領
域
に
参
加
せ

し
め
る
こ
と
へ
の
断
念
を
意
味
す
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
文
芸
学
と
文
学
史
の
接
点
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
試

ゑ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
理
論
的
展
開
は
、
未
だ
問
題
の
核
心
に
触
れ
て

は
い
な
い
。
文
芸
作
品
を
帰
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
け
だ
し
評
価
の
問
題

や
作
品
の
自
律
性
の
問
題
と
不
可
分
離
で
は
な
い
。
勿
論
、
考
察
が
同
時
に
こ
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の
二
つ
の
問
題
を
満
足
さ
せ
得
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
問

題
を
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
評
価
に
関
し
て
、
カ
イ
ザ
ー
は
か

R
 

つ
て
提
言
を
行
っ
た
が
、
彼
の
評
価
説
に
は
、
矢
張
り
シ
ュ
ク
イ
ガ
ー
的
に
、

歴
史
性
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
評
価
が
、
評
価
主
体
の

個
人
的
原
体
験
の
範
囲
内
で
終
始
し
て
い
る
と
い
う
感
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

学
問
自
体
が
、
批
評
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
文
芸
学
は
批
評

性
を
体
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
学
問
の
性
質
上
当
然
の
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
カ
イ
ザ
ー
は
、

ド
イ
ッ
文
芸
学
に
お
い
て

批
評
性
の
欠
乏
に
つ
い
て
慨
嘆
し
、
遂
に
は
解
釈
と
評
価
の
一
致
、
即
ち
解
釈

⑬
 

は
評
価
を
含
ん
で
い
る
と
定
義
す
る
。
こ
の
点
で
、
カ
イ
ザ
ー
は
シ
ュ
ク
イ
ガ

ー
と
完
全
に
同
一
と
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
で
も
己
の
評
価
を
原
体
験
の
範

囲
内
に
留
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
と
い
え
な
い
と
し

て
も
、
彼
自
身
折
角
文
学
上
の
影
響
に
つ
い
て
、
即
ち
作
品
を
歴
史
的
観
点
か

ら
考
察
す
る
時
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
要
素
に
つ
い
て
論
及
し
な

が
ら
も
、
十
分
に
論
じ
尽
し
て
い
な
い
。
作
品
評
価
は
、
影
響
と
い
う
文
学
史

的
要
素
を
無
視
し
て
は
客
観
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
芸
作
品
を
社

会
的
総
体
と
し
て
把
え
、
そ
の
作
品
が
書
か
れ
た

E
p
o
c
h
e

と
の
具
体
的
な

連
関
に
言
及
さ
れ
る
時
、
初
め
て
そ
の
作
品
の
評
価
も
具
体
的
な
も
の
に
な
る
。

そ
れ
は
、
単
に
作
品
の
審
美
的
評
価
に
留
ら
ず
、
そ
の
作
品
の
必
然
性
の
計
量

に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
、
実
は
こ
の
点
で
終
了
す
る
。

但
し
、
文
芸
作
品
を
社
会
的
総
体
と
し
て
把
え
る
こ
と
の
意
は
、
既
に
述
べ
た

、
、
、
、
、
、

如
く
、
当
該
作
品
の
存
在
の
必
然
性
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
論

⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑥ ④ ⑧ ③ ① 註
証
の
過
程
に
お
い
て
一
定
の
枠
内
乃
至
一
定
の
方
向
内
で
の
作
業
は
行
わ
な
い
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
文
芸
作
品
の
か
か
る
意
味
で
の
解
釈
の
論
証
に
お
い
て
、

そ
の
作
品
に
た
と
え
ば
啓
蒙
的
且
つ
教
育
的
指
針
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
。
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U
b
e
r
 
die 

D
i
c
h
t
u
n
g
 der 

V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
 
sprechen 

u
n
d
 w
e
r
t
e
n
 

die 
Literarhistoriker. 

V
o
r
 der 

G
e
g
e
n
w
a
r
t
s
d
i
c
h
t
u
n
g
 v
e
r
s
t
u
m
m
e
n
 

sie 
gewohnlich. 

W
o
l
l
e
n
 
sie 

nicht 
oder 

k
o
n
n
e
n
 
sie 

nicht? 

I
m
 zweiten Fall 

wilrden Zweifel 
a
n
 i
h
r
e
m
 Verhalten gegenilber 

frilheren 
D
i
c
h
t
u
n
g
e
n
 w
a
c
h
.
 
Tatsache ist 

jedenfalls, 
d
a
B
 a
n
 d
e
n
 

B
r
e
n
n
p
u
n
k
t
e
n
 der heutigen 

literarischen 
Kritik 

die 
Reflexe v

o
n
 

der Literaturwissenschaft her sparlich sind. 

⑬
 
Kayser, 

W
o
l
f
g
a
n
g
:
 ibid., 

S. 22 

D
i
e
 
W
e
r
t
u
n
g
 
liegt 

in 
der 

Interpretation beschlossen. 
D
a
m
i
t
 

milssen w
i
r
 einer F

r
a
g
e
 A
n
t
w
o
r
t
 stehen :

 w
o
 bleibt die 

Rilcksicht 

a
u
£
d
i
e
 histrischen 

B
i
n
d
u
n
g
e
n
,
 
in 

d
e
n
e
n
 
das 

K
u
n
s
t
w
e
r
k
 
w
i
e
 

jedes 
menschilcheErzeugnis steht? 

D
i
e
 
beiden 

e
x
t
r
e
m
e
n
 
Posi-

tionen w
a
r
e
n
:
 das K

u
n
s
t
w
e
r
k
 ist 

vollig 
A
u
s
d
r
u
c
k
 seiner 

Zeit, so 

d
a
B
 es m

i
t
 ihr veraltet. 

(
H
e
r
d
e
r
 deutet sie a

m
 S
c
h
l
u
B
 des 

Shakes-

peare-Aufsatzes 
an.) 

D
i
e
 
andere: 

das 
K
u
n
s
t
w
e
r
k
 
ist 

in 
seiner 

Geschlossenheit g
e
g
e
n
 die 

Zeit abgekapselt, 
es 

ist 
d
e
m
 geschicht-

lichen Verlauf enthoben. 
D
a
s
 N
a
c
h
l
e
b
e
n
 
Shakespeares, 

bei 
d
e
m
 

H
e
r
d
e
r
 die 

F
r
a
g
e
 des Veraltens erwog, 

beweist zur Genilge, d
a
B
 

K
u
n
s
t
w
e
r
k
e
 nicht einfach verhalten w

i
e
 ein 

Verkehrsmittel. 
D
a
B
 

andererseits Dichtungennicht der Zeit e
n
t
h
o
b
e
n
 u
n
d
 d
a
m
i
t
 i

m
m
e
r
 

u
n
d
 o
h
n
e
 weiteres zuganglich 

sind 
(wie es 

W
e
r
k
e
 der bildenden 

K
u
n
s
t
 u

n
d
 der M

u
s
i
k
 
zunachst 

zu 
sein 

scheinen), 
das zeigt 

a
n
 

d
e
n
 D
i
c
h
t
u
n
g
e
n
 ihre Sprachlichkeit, 

m
i
t
 der sie 

allein 
schon in 

d
e
n
 
unaufhaltsamen F

l
u
B
 der S

p
r
a
c
h
w
a
n
d
l
u
n
g
 gestellt 

sind. 
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