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【
書
評
】
歴
史
家
た
ち
に
よ
る
さ
ら
な
る
積
極
的

な
論
議
・
言
語
化
へ
の
期
待
を
抱
か
せ
る
、

新
し
い
果
敢
な
試
み

武
井
彩
佳
『
歴
史
修
正
主
義

ヒ
ト
ラ
ー
賛

美
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
論
か
ら
法
規
制
ま

で
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
一
年
）川

口

茂
雄

「
日
本
で
は
歴
史
修
正
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、
〔
…
〕
歴
史
家
は

政
治
的
な
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
も
し
く
は
根

拠
を
欠
く
主
張
を
論
破
す
る
労
力
を
無
駄
と
考
え
て
、
距
離
を
置
く
傾
向

が
あ
る
」
（
ⅳ
頁
）。
だ
が
、「
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
二
〇
一
六
年
に
ド

ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
に
な
っ
た
。
彼
が
既
存
の
メ

デ
ィ
ア
の
ニ
ュ
ー
ス
は
嘘
ば
か
り
だ
と
言
い
出
し
た
当
初
、
人
々
は
苦
笑

し
て
や
り
過
ご
そ
う
と
し
た
〔
…
〕
し
ば
ら
く
し
て
こ
の
考
え
は
甘
か
っ

た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
」（
二
三
六
頁
）。
そ
う
し
て
現
在
で
は
著
者
は
、

ひ
と
り
の
職
業
歴
史
家
と
し
て
、
「
歴
史
家
が
歴
史
修
正
主
義
と
直
接
的

に
対
峙
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
自
戒
の
念
を
込
め
て
認
め
る
」（
二
三

七
頁
）
と
の
見
解
を
積
極
的
に
と
る
に
い
た
る
。
こ
の
冷
静
か
つ
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
見
解
が
、
本
書
の
執
筆
の
動
機
と
内
容
を
か
た
ち
づ
く
っ
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

国
内
で
は
主
と
し
て
「
政
治
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
治
的
な
主
張

を
持
つ
一
般
人
な
ど
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
語
ら
れ
て
き
た
あ
る
種
の
領
域

の
事
柄
に
つ
い
て
、「
歴
史
家
」
と
自
身
を
分
類
し
た
う
え
で
、
詳
し
く

事
例
の
記
述
を
提
供
し
、
果
敢
に
論
述
し
よ
う
と
す
る
本
書
の
登
場
は
称

賛
に
値
し
よ
う
。

歴
史
記
述
と
歴
史
修
正
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
、

約
二
十
年
来
取
り
組
ん
で
き
た
哲
学
・
歴
史
哲
学
の
一
研
究
者
と
し
て
、

興
味
深
く
本
書
を
拝
読
し
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
著
者
が
と
き
ど
き
本
書
中
で
「
大
学
の
教
室
」

や
「
こ
う
し
た
言
説
に
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
若
い
世
代
」
と
い
う
表
現

で
暗
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
大
学
あ
る
い
は
高
校
等
の
教
育
現
場
に
お

い
て
も
近
年
と
き
お
り
感
じ
ら
れ
る
薄
暗
い
影
の
よ
う
な
何
か
に
、
な
ん

ら
か
の
仕
方
で
正
面
か
ら
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
本
書
の
背
景

を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
問
題
意
識
に
も
、
評
者
は
職
業
的
個
人
的
な
経

験
か
ら
、
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

け
っ
し
て
抽
象
的
で
は
な
い
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
現
場
で
の
問
題
意
識

を
、
著
者
は
お
持
ち
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
著
者
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
ユ

ダ
ヤ
人
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
を
め
ぐ
る
各
国
政
治
の
実
態
に
つ
い
て
、
諸
言

語
に
よ
る
幅
広
い
資
料
の
調
査
に
も
と
づ
く
専
門
性
の
高
い
仕
事
を
世
に

出
し
て
き
た
歴
史
家
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
は
、
専
門
家
だ
け
を
読
者
と

し
て
想
定
し
、
専
門
家
に
通
じ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
す
る
タ
イ
プ
の
書
物

で
は
な
い
。
本
書
は
、
シ
ニ
カ
ル
に
�
仕
方
が
な
い
、
そ
れ
が
現
実
だ
�

な
ど
と
安
楽
な
現
状
肯
定
に
沈
ん
で
ゆ
く
の
で
も
な
け
れ
ば
、「
素
人
の

三五

書 評



愚
論
で
あ
る
か
ら
相
手
に
す
べ
き
で
な
い
と
言
っ
て
無
視
す
る
」（
二
三

五
頁
）
と
い
う
上
か
ら
目
線
で
の
労
力
削
減
の
方
向
を
採
る
の
で
も
な
い
、

真
摯
で
骨
の
折
れ
る
努
力
を
い
と
わ
な
い
歴
史
家
の
研�

究�

的�

か�

つ�

社�

会�

的�

実�

践�

と
し
て
公
共
空
間
に
む
け
て
提
供
・
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と

形
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
本
書
の
方
針
と
し
て
著
者
が
「
主
に
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
欧
米

社
会
の
歴
史
修
正
主
義
」
（
ⅳ
頁
）
を
も
っ
ぱ
ら
内
容
と
し
て
選
択
し
、

「
日
本
の
歴
史
修
正
主
義
」
に
つ
い
て
は
複
数
の
理
由
が
あ
る
に
せ
よ

「
扱
わ
な
い
」
と
し
た
こ
と
に
は
、
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
に
物
足
り
な

い
と
惜
し
む
声
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と

も
評
者
は
、
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
本
書
が
日
本
の
社
会
に
た
い
し
て
も
ち

う
る
意
義
が
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
減
少
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
し
、
上

述
の
よ
う
に
、
日
本
社
会
の
た
だ
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
世
代
と
日
々

接
し
て
の
現
場
感
覚
と
呼
べ
る
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
む
し
ろ
本

書
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
。
本
書
に
私
が
残
念
な
が
ら
や
や
物
足
り
な
い

と
申
し
上
げ
た
い
点
は
別
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。
）

本
書
の
白
眉
は
第
六
章
、
第
七
章
で
あ
る
と
と
ら
え
る
の
は
、
評
者
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ゲ
ソ
法
（
一
九
九
〇
年
）

を
典
型
と
す
る
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
論
の
発
言
を
刑
罰
の
対
象
と
す
る

法
規
制
、
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
論
点
に
つ
い
て
、
記
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
こ
う
し
た
刑
事
罰
に
よ
る
規
制
が
、
実
効
性
に
問
題
を
持
つ
だ
け

で
な
く
、「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
「
民
主
主
義
的
な
社
会
の
基
礎
」（
一

八
四
頁
）
の
ひ
と
つ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
困
難
に
つ
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
参
照
し
つ
つ
詳
し
く
取

り
上
げ
て
い
る
。

「
否
定
論
」
の
発
言
は
「
個
人
や
集
団
の
尊
厳
を
傷
つ
け
、
公
共
の
平

穏
を
乱
し
、
暴
力
を
誘
発
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
」
と
い
う
理
解

か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
複
数
の
国
に
お
い
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
刑
事

罰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
他
方
で
、「
歴
史
の
否
定
を
法
で
禁
止

す
る
こ
と
は
、
国
が
「
公
的
な
歴
史
」
と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
」。「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
都
合
の
悪
い
事
実
に
は
言
及
さ
れ
な

か
っ
た
り
、
法
を
理
由
に
反
対
派
が
排
除
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま

り
、
政
治
的
な
意
図
か
ら
言
論
統
制
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。〔
…
〕
国
が
自
ら
虚
偽
の
歴
史
を
「
正
史
」
と
位
置
付
け
る
可
能

性
す
ら
あ
る
」（
一
八
四
頁
）（
１
）
。
そ
う
し
た
懸
念
が
あ
る
ゆ
え
に
、
フ

ラ
ン
ス
で
の
ゲ
ソ
法
の
制
定
の
際
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。「
多
く
の

歴
史
家
が
反
対
し
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
生
還
者
で
も
あ
る
政
治
家
シ

モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
も
反
対
し
て
い
た
」（
二
〇
四
頁
）。

こ
う
し
た
事
柄
は
、
も
ち
ろ
ん
専
門
性
の
高
い
学
術
書
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
日
本
語
で
読
め
る
か
た
ち
で
幾
度
も
紹
介
さ
れ
論
じ
ら
れ

て
き
て
い
る
。

歴
史
学
分
野
の
数
々
の
書
物
だ
け
で
は
な
い
。
哲
学

分
野
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
ポ
ー
ル
・
リ

ク
ー
ル
（
２
）
が
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
第
四
世
代
の
歴
史
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
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ヴ
ェ
ル
や
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
の
歴
史
学
理
論
・
方
法
論
を
詳
し
く
取

り
入
れ
て
執
筆
し
た
大
著
『
記
憶
、
歴
史
、
忘
却La

m
ém
oire,l’histoire,

l’oubli

』（
原
著
二
〇
〇
〇
年
、
邦
訳
書
上
巻
二
〇
〇
四
年
、
下
巻
二
〇

〇
五
年
）（
３
）
の
な
か
で
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
歴
史
家
論
争
に
つ
い
て
論
じ
、

く
わ
え
て
、
「
歴
史
家
」
「
裁
判
官
」
「
市
民
」
の
公
共
空
間
に
お
け
る
役

割
の
差
異
お
よ
び
関
連
に
つ
い
て
も
主
題
的
に
論
じ
て
い
た
（
４
）
。

と
は
い
え
、
専
門
家
向
け
の
学
術
書
の
体
裁
で
は
な
く
、
よ
り
幅
広
い
読

者
が
手
に
取
り
ア
ク
セ
ス
す
る
可
能
性
の
高
い
新
書
の
形
式
で
、「
法
に

よ
る
歴
史
の
否
定
禁
止
」
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
日
本
語
で
紹
介
す

る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
の

意
義
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
（
一
七
七
頁
）
と
い
う
事
態
を
公
共
的

な
歴
史
認
識
に
か
ん
し
て
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
手
段
と
し
て
刑
事
罰
導

入
の
価
値
を
一
方
で
は
認
知
し
つ
つ
も
、
し
か
し
「
最
初
は
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
否
定
の
禁
止
と
い
う
文
脈
で
登
場
し
た
「
歴
史
の
司
法
化
」
が
、
思
想

統
制
全
般
の
手
段
へ
と
拡
大
し
て
し
ま
う
こ
と
は
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
二
三
四
頁
）
と
の
見
解
を
著
者
は
結
論
的
に
示
す
。
し
た
が
っ
て
、

「
歴
史
修
正
主
義
の
規
制
の
前
提
は
、
民
主
主
義
が
十
分
に
機
能
し
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
」（
二
〇
〇
頁
）。
歴
史
学
研
究
の
前�

提�

に
あ
る
の
は
、
民�

主�

主�

義�

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
再
発
見
す
る
よ
う
促
す
の

が
、
本
書
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
ま
た
基
礎
的
な
意
義
を

数
多
く
有
す
る
画
期
的
な
本
書
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
取
り
組

ん
で
い
る
テ
ー
マ
の
困
難
さ
か
ら
す
れ
ば
や
む
を
え
な
い
面
は
も
ち
ろ
ん

あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
歴
史
学
の
方
法
論
な
い
し
認
識
論
に
か
ん
す
る
言

語
化
・
反
省
的
分
析
と
い
う
点
で
は
、
も
っ
と
思
い
き
っ
て
豊
か
に
書
い

て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
印
象
、
物
足
り
な
い
印
象
を
与
え
る
箇
所
が
所
々

に
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
た
し
か
で
あ
る
。
本
書
で
は
歴
史

学
の
方
法
論
に
か
ん
す
る
言
及
が
、
一
文
だ
け
で
簡
潔
に
言
い
表
わ
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
新
書
と
し
て
の
読
み
や
す
さ
を
配
慮
し
た
可
能
性
は
あ

る
（
こ
の
点
は
本
書
の
美
徳
で
あ
り
、
好
評
の
理
由
で
あ
ろ
う
）。
だ
と

し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
ら
は
さ
ら
な
る
説
明
や
理
由
づ
け
を
欠
い
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
、
と
き
に
論
拠
な
き
断
定
と
い
う
印
象
を
与
え
う
る
だ
ろ

う
。「
歴
史
家
は
現
在
手
に
し
て
い
る
証
拠
か
ら
、
お
の
れ
の
訓
練
と
経

験
に
よ
り
、
か
な
り
可
能
性
の
高
い
推
論
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
八
頁
）。「
書
か
れ
た
歴
史
に
具
体
的
な
歪
曲
が
あ
る
と
具
体
的
に
指
摘

で
き
る
の
は
、
歴
史
家
だ
け
だ
」（
二
三
八
頁
）。
関
連
し
て
、
ミ
ク
ロ
歴

史
学
（
５
）
や
メ
デ
ィ
ア
史
学
の
観
点
の
乏
し
さ
も
気
に
な
る
読
者
は
気
に

な
る
だ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
私
見
で
は
、
こ
う
し
た
書
き
方
は
も
し

か
す
る
と
必
ず
し
も
著
者
だ
け
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
往
々
に
し
て

�
実
証
�
を
ほ
と
ん
ど
自
明
に
自
負
す
る
タ
イ
プ
の
歴
史
学
の
著
述
に
し

ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
も
（
少
な
く
と
も
一
般
読
者
の
目
か
ら
す
れ

ば
）
い
い
う
る
よ
う
な
傾
向
、
慣
習
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
方�

法�

論�

の�

表�

立�

っ�

た�

言�

語�

化�

を
お
こ
な
わ
ず
に
、
歴
史
修
正
主
義
の
�
質
の
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悪
い
�
言
説
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
、
学
問
的
歴
史
学
の
良
質
の
言
説
の

�
良
質
さ
�
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
表
現
・
保
証
・
共
有
さ
れ
う

る
の
だ
ろ
う
か
…
？

著
者
が
本
書
で
述
べ
る
、
歴
史
学
の
「
ア
カ
デ
ミ

ア
の
怠
慢
」
（
一
七
四
頁
）
と
は
、
ま
さ
に
方
法
論
の
問
題
を
し
か
る
べ

き
労
力
を
注
い
で
言
語
化
し
、
共
有
可
能
な
か
た
ち
で
議
論
す
る
こ
と
を
、

各
国
の
大
半
の
歴
史
家
た
ち
が
避
け
て
遠
ざ
け
て
き
た
と
い
う
「
怠
慢
」

で
は
な
い
の
か
…
？

も
し
か
す
る
と
著
者
は
、
そ
う
し
た
歴
史
学
の
従

来
の
慣
習
を
越
え
る
見
解
を
持
つ
自
身
と
、
慣
習
の
枠
内
に
な
お
踏
み
と

ど
ま
ろ
う
と
す
る
自
身
と
の
両
面
を
本
書
執
筆
に
お
い
て
鋭
敏
に
意
識
し
、

そ
こ
で
誠
実
に
葛
藤
し
模
索
し
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
す

る
の
は
、
的
外
れ
だ
ろ
う
か
。

第
四
章
は
、
著
者
の
繊
細
な
方
法
論
的
問
題
意
識
の
機
微
が
ど
こ
か
た

め
ら
い
が
ち
に
、
両
義
的
な
仕
方
で
表
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
言
え

る
。
少
な
か
ら
ぬ
読
者
が
、
第
四
章
（
と
く
に
そ
の
第
二
節
）
を
、
八
〇

年
代
の
ド
イ
ツ
歴
史
家
論
争
に
お
い
て
ナ
チ
政
権
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を

「
比
較
可
能
」（
一
二
五
頁
）
と
論
じ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
の
歴
史
修

正
主
義
的
言
説
を
端
的
に
批
判
し
、
退
け
る
内
容
と
し
て
読
ん
だ
か
も
し

れ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
を
他
の
な
に
か
と
比
較
し
よ
う
と
す
る
身
振
り

自
体
が
許
さ
れ
な
い
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
四
章
の
第
三
節
で
は
、

第
二
節
の
記
述
と
の
つ
な
が
り
が
い
さ
さ
か
読
者
に
は
明
瞭
に
と
ら
え
に

く
い
仕
方
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
「
二
〇
〇
〇
年
代
に
入

る
と
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
」
が
進
展
し
た
。
こ
の
学
問
領
域
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
背
景
、
ア
ク
タ
ー
、
展
開
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
大
量
殺
害
の
共
通
点
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
、
ま
た
特
異
点
が
明
ら
か

に
な
る
。
比
較
は
当
然
の
要
素
と
さ
れ
る
。〔
…
〕
こ
う
し
て
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
と
他
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
比
較
に
対
す
る
抵
抗
感
は
弱
ま
り
、「
唯

一
無
二
」
な
出
来
事
と
し
て
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
地
位
は
相
対
化
さ
れ

た
」（
一
三
七
頁
）。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
箇
所
は
、
ノ
ル
テ
に
よ
る

「
比
較
」
の
提
唱
自
体
は
の
ち
の
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
歴
史
学

の
方
法
論
的
ト
レ
ン
ド
か
ら
す
る
と
、
全
面
的
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の

と
ま
で
は
い
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
解
さ
れ

う
る
だ
ろ
う
。
普
通
に
（
専
門
的
な
予
備
知
識
な
し
に
）
読
め
ば
、
第
二

節
の
内
容
と
第
三
節
の
内
容
と
を
、
単
純
に
整
合
的
に
読
み
通
す
こ
と
は

か
な
り
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
を
本
書
の
弱
点
と
見
る
か
優
れ
た

点
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
判
断
を
保
留
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

（
哲
学
者
リ
ク
ー
ル
は
『
記
憶
、
歴
史
、
忘
却
』
で
、
歴
史
家
論
争
に

お
け
る
ノ
ル
テ
の
論
に
つ
い
て
、
見
か
け
に
反
し
て
、
そ
の
非
難
す
べ
き

点
は
比
較
の
使
用
に
存
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
冷
静
に
分
析
し

て
い
た
（
６
）
。
む
し
ろ
ノ
ル
テ
の
論
の
詭
弁
的
な
部
分
は
、
比
較
か
ら
、

因
果
関
係
の
認
定
へ
と
飛
躍
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
リ
ク
ー
ル
は
指
摘

し
た
。
評
者
も
こ
の
リ
ク
ー
ル
の
指
摘
に
つ
い
て
取
り
上
げ
強
調
し
て
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
（
７
）
。
こ
の
点
を
性
急
に
見
落
と
し
た
た
め
に
、
哲
学

者
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
ノ
ル
テ
批
判
は
（
過
去
に
つ
い
て
の
）
歴
史
記

述
の
次
元
で
は
な
く
、（
現
在
の
）
道
徳
的
次
元
だ�

け�

の
も
の

比
較
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は
不
道
徳
で
あ
る
と
い
う
断
罪

と
な
り
、
ノ
ル
テ
の
一
応
歴
史
記
述

論
の
平
面
で
な
さ
れ
る
論
（
８
）
に
対
し
て
的
中
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す

れ
違
う
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
る
に
、
ど
れ
だ
け

比
較
対
象
を
広
範
に
ひ
ろ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
過
去
の
ド
イ
ツ
国
民
国
家
が

お
こ
な
っ
た
犯
罪
を
、
ロ
シ
ア
や
ト
ル
コ
の
な
し
た
行
為
だ
と
認
定
す
る

こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
の
一
線
を
越
え
る
と
き
、
ノ
ル
テ
の
議
論
は
明

ら
か
に
詭
弁
的
で
あ
る
。
他
方
で
、
「
比
較
研
究
の
誠
実
な
使
用
」（
９
）
が

あ
り
う
る
こ
と
は
社
会
と
歴
史
学
の
未
来
の
た
め
に
む
し
ろ
擁
護
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
全
体
主
義
の
起
源
』
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
こ
れ
が
リ
ク
ー
ル
の
分
析
で
あ
っ
た
。）

「
あ
と
が
き
」
に
お
け
る
、
著
者
が
「
三
〇
年
ほ
ど
前
、
初
め
て
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
訪
れ
た
と
き
」
（
二
四
〇
頁
）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
含
蓄

あ
る
も
の
で
、
興
味
深
い
。
大
学
生
で
あ
っ
た
著
者
は
、
そ
の
敷
地
、
建

物
等
を
目
の
当
た
り
に
す
る
が
、
し
か
し
、
い
ま
現
に
そ
れ
ら
を
見
て
も

恐
怖
の
よ
う
な
強
い
感
情
を
お
ぼ
え
な
い
自
身
を
見
い
だ
し
、
そ
の
こ
と

に
む
し
ろ
驚
き
を
心
に
刻
ま
れ
た
と
い
う
。
著
者
は
本
書
中
で
何
度
か
、

歴
史
研
究
に
お
け
る
「
想
像
力
」
の
重
要
性
を
力
説
す
る
。
「
歴
史
学
で

は
想
像
力
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
」
（
八
頁
）
。
「
学
習
さ
れ
た
過
去
は
、

起
こ
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
他
人
の
経
験
に
感
情
移
入
で
き
る
か

は
想
像
力
の
問
題
だ
」（
二
四
一
頁
）。
想
像
力
と
は
な
に
で
あ
る
か
に
つ

い
て
の
詳
し
い
説
明
が
な
い
こ
と
は
残
念
だ
が
、
私
は
著
者
の
言
わ
ん
と

す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
は
思
う
。
い
ま
こ
こ
で
見
え
る
も
の
が
、

す
べ
て
で
は
な
い
。
も
は
や
な
い
過
去
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
み

ず
か
ら
の
想
像
力
を
知
的
に
不
断
に
鍛
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。

だ
が
「
あ
と
が
き
」
の
こ
の
す
ば
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ま
さ
に
そ

れ
自
体
、
本
書
冒
頭
「
は
じ
め
に
」
に
お
け
る
、「
歴
史
家
は
過
去
を
ど

た
と

の
よ
う
に
眺
め
て
い
る
の
か
」（
ⅱ
頁
）
の
「
譬
え
」
と
し
て
、「
赤
い
家

が
見
え
る
」
と
い
う
例
が
適
切
で
は
な�

い�

こ
と
を
、
示
し
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
も
は
や
な
い
歴
史
的
過
去
に
つ
い
て
の
例
示
と
し
て
、
現
在
時

の
感
覚
知
覚
モ
デ
ル
と
解
さ
れ
る
「
赤
い
家
が
見
え
る
」
が
何
を
意
味
す

る
の
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
歴
史
的
過
去
は
、
い
ま
こ
こ
で
�
こ
れ
�
と

指
さ
せ
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
こ
の
箇
所
で
必
要
で

あ
っ
た
の
は
、
た
と
え
ば
野
家
啓
一
が
『
歴
史
を
哲
学
す
る
』

こ
の

書
に
は
遅
塚
忠
躬
『
史
学
概
論
』
へ
の
応
答
と
い
う
、
歴
史
学
の
方
法
論

を
め
ぐ
る
歴
史
家
と
哲
学
者
と
の
あ
い
だ
で
の
豊
か
で
貴
重
な
や
り
と
り

が
の
ち
に
増
補
さ
れ
て
い
る

で
提
示
し
て
い
た
「
東
北
大
学
」（
10
）
に

類
す
る
よ
う
な
例
示
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
従
来
の
歴
史
学
書
が
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
い

く
つ
か
の
事
柄
を
、
新
書
の
形
式
で
ほ
ぼ
初
め
て
、
歴
史
家
の
手
に
な
る

著
作
と
し
て
扱
っ
た
、
有
益
な
書
で
あ
る
。
と
く
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア

メ
リ
カ
各
国
の
第
二
次
大
戦
後
現
在
ま
で
に
い
た
る
数
々
の
関
連
事
例
を

つ
ぶ
さ
に
記
述
し
比�

較�

す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
類
書
の
少
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
そ
し
て
本
書
を
読
み
終
え
た
読
者
は
、

健
全
な
民
主
主
義
に
よ
っ
て
歴
史
学
研
究
が
支
え
ら
れ
る
必
要
を
確
認
す
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る
と
同
時
に
、
お
そ
ら
く
、
で
は
、
よ
り
よ
い
民
主
主
義
を
つ
く
る
た
め

に
歴
史
学
研
究
が
担
う
べ
き
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
、

と
、
現
在
の
歴
史
家
た
ち
に
新
た
に
問
い
か
け
て
み
た
く
な
る
こ
と
だ
ろ

う
。
本
書
の
登
場
を
き
っ
か
け
に
、
い
っ
そ
う
多
く
の
歴
史
家
の
方
々
が

「
歴
史
修
正
主
義
」
の
問
題
、
歴
史
研
究
の
自
由
の
問
題
、
ま
た
、
歴
史

学
の
方
法
論
・
認
識
論
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
活
発
な
議
論
・
言

語
化
を
展
開
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
、
歴
史
学
に
関
心
を
寄
せ
る
ひ
と
り
の

人
文
学
研
究
者
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
、
社
会
で
と
も
に
生
き
る
人
間
・

住
民
の
ひ
と
り
と
し
て
、
願
っ
て
や
ま
な
い
。

註
（
１
）
こ
う
し
た
「
正
史
」
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
リ
ク
ー
ル
『
記
憶
、
歴
史
、
忘

却
』
で
の
分
析
を
紹
介
す
る
記
述
と
し
て
、
参
照：

鹿
島
徹
「
リ
ク
ー
ル
と

歴
史
の
理
論
」
、
鹿
島
徹
・
越
門
勝
彦
・
川
口
茂
雄
（
編
）『
リ
ク
ー
ル
読
本
』
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
八
頁
。
「
「
建
国
の
出
来
事
と
い
う
名
目

で
わ
れ
わ
れ
が
祝
う
も
の
は
、
そ
の
大
部
分
が
暫
定
的
な
法
治
国
家
に
よ
り

事
後
的
に
正
当
化
さ
れ
た
暴
力
行
為
で
あ
る
」（M

H
O
99
：

上
一
三
九
）
。

こ
う
語
る
二
〇
〇
〇
年
の
リ
ク
ー
ル
は
、「
公
的
歴
史＝

正
史
」
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
作
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
ゆ
く
。
建
国
の
出
来
事
〔
…
〕

を
共
同
の
「
記
憶
」
の
起
点
と
す
る
正
史
は
、
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
物
語
と

し
て
の
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
閉
域
へ
と
成
員
を
囲
い
込
む
。
そ

こ
に
働
く
の
は
、
人
び
と
を
特
定
の
事
績
の
想
起
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
民
族

の
血
塗
ら
れ
た
虐
殺
・
抑
圧
と
い
っ
た
出
来
事
の
忘
却
へ
と
も
導
く
「
物
語

の
選
択
機
能
」
で
あ
る
。
そ
の
正
史
は
た
ん
に
権
威
づ
け
ら
れ
強
制
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
公
教
育
や
式
典
を
通
じ
て
成
員
に
よ
り
内
面
化
さ
れ
る

（M
H
O
103f.：

上
一
四
二
�三
）。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
正
史
か
ら
取
り
落
と

さ
れ
忘
却
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
で
も
自
国
の
過
去
の
罪
過
に
つ
い
て
は
、

個
々
の
成
員
み
ず
か
ら
が
「
知
る
ま
い
、
調
べ
ま
い
と
す
る
隠
然
た
る
意
志
」

（M
H
O
580：

下
二
四
一
）
に
も
と
づ
き
、
そ
の
想
起
を
回
避
す
る
戦
略
を

と
り
、
記
憶
／
忘
却
を
操
作
す
る
権
力
と
の
共
犯
関
係
に
入
る
と
指
摘
し
て

い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
過
去
二
十
年
の
日
本
社
会
の
言
論
状
況
を
顧
み
る
と

き
、
こ
の
批
判
的
分
析
の
も
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
あ
ら
た
め
て
確
認
す

る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
」〔
略
号M

H
O

は
リ
ク
ー
ル
『
記
憶
、
歴
史
、
忘

却La
m
ém
oire,l’histoire,l’oubli

』
原
著
ペ
ー
ジ
数
を
指
し
、
コ
ロ
ン
の

後
の
漢
数
字
は
邦
訳
書
上
・
下
巻
に
お
け
る
ペ
ー
ジ
数
を
指
し
て
い
る
〕

（
２
）
二
〇
〇
〇
年
に
リ
ク
ー
ル
が
京
都
賞
を
受
賞
し
、
同
年
一
一
月
に
来
日
し
て

お
こ
な
っ
た
受
賞
者
講
演
の
タ
イ
ト
ル
は
「
過
去
の
表
象
を
前
に
し
た
裁
判

官
と
歴
史
家
」
で
あ
っ
た
。

（
３
）『
記
憶
、
歴
史
、
忘
却
』
の
執
筆
に
際
し
て
編
集
助
手
を
務
め
た
の
が
当
時

大
学
生
の
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
マ
ク
ロ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
書
の
冒
頭

の
謝
辞
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
（M

H
O
IV

）。
む
ろ
ん
こ
の
事
実
と
、
の
ち

の
現
在
の
現
役
政
治
家
マ
ク
ロ
ン
へ
の
評
価
と
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と

は
、
ま
だ
そ
の
時
機
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
参
照：

川
口
茂
雄
『
表
象
と
ア
ル
シ
ー
ヴ
の
解
釈

学

リ
ク
ー
ル
と
『
記
憶
、
歴
史
、
忘
却
』
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

四〇
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二
〇
一
二
年
、
第
四
章
「
歴
史
家
と
裁
判
官
」
、
第
五
章
「
困
難
な
赦
し
」
。

（
５
）
一
二
四
│
一
二
五
頁
で
「
意
図
派
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
が
、
簡
潔
に

す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
同
じ
こ
と
は
一
二
頁
の
「
社
会
史
」「
庶
民
の

歴
史
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

（
６
）
「
ノ
ル
テ
の
言
説
の
決
定
的
な
変
質
は
、
比
較
か
ら
因
果
関
係
へ
の
移
行
に

お
い
て
生
じ
るLe

glissem
ent
décisifdans

le
discours

de
N
olte
lui-

m
êm
e
se
fait
dans

le
passage

de
la
com
paraison

à
la
causalité

」

（M
H
O
429

）

（
７
）
川
口
茂
雄
『
表
象
と
ア
ル
シ
ー
ヴ
の
解
釈
学
』
、
三
八
四
│
四
一
一
頁
。

（
８
）
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、『
歴
史
修
正
主
義
』
第
四
章
の
な
か
で
は
、
第
二
節

で
は
な
く
、
第
三
節
の
末
尾
に
な
っ
て
、
「
現
在
か
ら
見
る
と
歴
史
家
論
争

は
、
本
質
的
に
は
学
術
論
争
で
あ
っ
た
。
ノ
ル
テ
ら
保
守
派
の
主
張
に
歴
史

修
正
主
義
的
な
動
機
が
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
歴
史
家
と
歴
史

修
正
主
義
者
の
論
争
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
」
（
一
四
一
頁
）
と
記
さ
れ
る
。

だ
が
こ
の
記
述
だ
け
で
は
や
は
り
簡
潔
に
す
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
、
本

書
を
精
読
し
よ
う
と
す
る
一
般
読
者
は
戸
惑
う
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

「
歴
史
の
政
治
利
用
」
と
い
う
表
現
、
な
い
し
「
政
治
」
と
い
う
語
彙
は
、

本
書
の
な
か
で
も
殊
に
不
明
瞭
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
一
九
日
開
催
の
本
書
の
合
評

会
的
な
企
画
「
歴
史
と
法：

歴
史
修
正
主
義
的
な
言
説
と
ど
う
向
き
合
う

か
」（
早
稲
田
大
学
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
所
）
に
お
い

て
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
小
野
寺
拓
也
氏
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
と

い
っ
た
別
種
の
具
体
例
に
言
及
し
つ
つ
適
切
に
指
摘
し
て
い
た
。

（
９
）M

H
O
434.

（
10
）
野
家
啓
一
『
歴
史
を
哲
学
す
る

七
日
間
の
集
中
講
義
』
「
補
講
Ⅰ

過
去
の

実
在
・
再
考
」、
岩
波
現
代
新
書
、
二
〇
一
六
年
、
一
五
〇
│
一
五
二
頁
。

「
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
東
北
大
学
の
図
書
館
、
教
室
、
研
究
室
、
体
育
館
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
、
教
師
、
職
員
、
学
生
、
な
ど
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、「
東
北
大
学
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
問
わ
れ
て
も
、「
こ
れ
」
と

指
さ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
第
一
、
東
北
大
学
は
幾
つ
も
の
キ
ャ
ン
パ
ス

に
分
か
れ
て
い
る
総
合
大
学
で
す
し
、
〔
…
〕
一
挙
に
知
覚
し
た
り
、
指
さ

す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
た
と
え
航
空
写
真
に
撮
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に

写
っ
て
い
る
の
は
大
学
の
土
地
と
建
物
で
あ
っ
て
大
学
そ
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。〔
…
〕

〔
…
〕
例
え
ば
、
大
学
の
建
物
が
す
べ
て
一
夜
に
し
て
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま

え
ば
、
次
の
日
か
ら
大
学
は
機
能
不
全
に
陥
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
大
学
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
逆
に
、
い
く
ら
立
派
な

建
物
が
あ
っ
て
も
、
経
営
不
振
に
陥
っ
た
り
受
験
者
が
い
な
く
な
っ
た
大
学

は
消
滅
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。〔
…
〕

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
「
過
去
の
実
在
」
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
う
る

の
か
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
過
去
の
事
物
や
出
来
事
は
「
も
は
や
な
い
」

も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
本
性
上
「
知
覚
す
る
」
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。〔
…
〕

も
ち
ろ
ん
、
知
覚
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
「
実
在
」
を
奪
い

取
る
理
由
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
詳
し
く
述
べ
て
き
た
通
り
で

す
」

（
か
わ
ぐ
ち

し
げ
お
／
哲
学
）
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