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発

歴
表

史

と

認

識

序西
洋
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
一般
に
、
以
下
の
二
様
の
思
潮
を

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一方
は
歴
史
性
と
い
う
も
の
を
重
視

し
、
そ
の
時
々
の
歴
史
的
状
況
の
下
で
の
人
間
認
識
の
限
界
の
自

覚
の
下
に
、
認
識
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
認
識
と
そ
の
外
部
と
の

動
的
連
関
を
重
視
す
る
思
潮
で
あ
り
、
他
方
は
逆
に
歴
史
性
を
克

服
し
、
超
時
間
的
妥
当
性
を
有
す
る
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
の
体

系
を
、
い
わ
ば
∧
一挙
に
永
遠
に
∨
♂
８
ｏ
”乱
ざ
『Φお
じ
提
出

し
よ
う
と
す
る
、
或
い
は
た
と
え
そ
れ
が
叶
わ
な
く
と
も
、
人
間

認
識
の
営
み
が
必
ず
そ
れ
に
準
拠
す
べ
き
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
た

る
第
一原
理
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
思
潮
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
両
思
潮
は
、
相
対
時
し
つ
つ
現
代
に
至
る
ま
で
、
絶
え
ず
批
判

と
応
答
と
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
我
々
は
、
こ
の
両
者
を
そ
れ
ぞ

れ
∧
歴
史
主
義
的
哲
学
∨
と
∧
認
識
論
主
義
的
哲
学
∨
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
い
。

松

本

俊

吉

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一節
で
ヘ
ー
ゲ
ル
と
カ
ン
ト
と
の
対
比
の

内
に
こ
の
両
思
潮
の
対
立
関
係
の
原
型
を
見
て
取
っ
た
後
、
第
二

節
で
現
代
知
識
論
に
お
け
る
∧
基
礎
づ
け
∨
論
争
の
内
に
そ
の
現

代
的
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
第
二
節
で
認
識
論

主
義
哲
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
ロ
ー
テ
ィ
の
批
判

に
答
え
た
後
、
最
後
に
結
び
に
お
い
て
こ
う
し
た
対
立
が
避
け
ら

れ
な
い
所
以
に
つ
い
て
若
千
の
考
察
を
巡
ら
す
。

１
　
カ
ン
ト
ｖＳ
ヘ
ー
ゲ
ル

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
が
、
我
々
が
こ
こ
で
∧
認
識
論
主
義
的
哲

学
∨
と
呼
ぶ
も
の
の
一
つ
の
典
型
的
な
範
例
を
提
供
し
た
と
い
う

こ
と
に
対
し
て
は
、
恐
ら
く
異
論
は
あ
る
ま
い
。
カ
ン
ト
に
と
っ

て
理
性
と
は
一個
の
孤
立
し
た
、
自
存
す
る
有
機
体
の
如
き
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
内
的
原
理
が
い
っ
た
ん
発
見
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

も
は
や
理
性
に
属
す
る
何
も
の
も
我
々
に
隠
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
従
っ
て
、
理
性
に
由
来
す
る
学
で
あ
る
形
而
上
学
に
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関
し
て
は
、
そ
の
完
全
か
つ
最
終
的
な
輪
郭
を
描
く
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
を
「後
代
の
た
め
の
、
こ
れ
以
上
決
し
て
増
加
さ
れ
え
な
い

資
本
」
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「何
か
為
さ
る
べ
き

こ
と
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
何
ご
と
も
為
し
終
え
ら
れ
な
い」。に

そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
精
神
は
静
態
的
な
も

の
、
で
き
あ
い
の
も
の
で
は
な
く
、
動
態
的
に
自
己
展
開
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
ら
を
形
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
故
、
そ
の
学
的

体
系
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
総
体
と
い
う
性
格
を
帯
び
ざ
る
を

え
な
い
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、「生

命
の
な
い
図
式
」
を
弄
し
唯
一の
不
動
な
形
式
を
け
じ
め
も
つ
け

ず
に
現
存
す
る
も
の
の
あ
れ
こ
れ
に
あ
て
が
う
と
こ
ろ
の
「形
式

主
義
」
で
あ
る
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る
。

更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
将
来
現
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
完

全
な
学
の
体
系
の
建
設
に
先
立
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
我
々
の
認
識

能
力
を
吟
味
し
そ
の
限
界
を
規
定
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
「理
性

批
判
」
の
構
想
、
い
わ
ば
「予
備
学
」
η
８
も驚
８
一Ｆ
）
と
し
て

の
認
識
論
が
、
こ
れ
ま
た
批
判
の
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
的
な
批
判
哲
学
の
主
要
な
特
質
は
、
神

と
か
物
の
本
質
等
の
対
象
の
認
識
に
着
手
す
る
に
先
立
っ
て
、
ま

ず
そ
の
「道
具
」
と
な
る
我
々
の
認
識
能
力
を
吟
味
し
て
か
か
ら

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
一般
の
道
具
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
実
際
に
使
用
す
る
に
先
立
っ
て
そ
の
性
能
を
点

検
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
認
識
能
力
に
限
っ

て
は
、
そ
う
し
た
予
備
的
吟
味
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

そ
の
場
合
道
具
を
吟
味
す
る
と
は
道
具
を
認
識
す
る
こ
と
に
他
な

ら
ず
、
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
な
し
に
は
そ
れ
を
吟

味
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
認
識
能
力
の

行
使
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
批
判
哲
学
の
目
論

見
は
、
あ
た
か
も
水
に
飛
び
込
む
こ
と
を
せ
ず
に
泳
ぎ
を
習
お
う

と
す
る
が
如
き
本
末
転
倒
し
た
や
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
批
判
哲
学
の
徒
の
目
論
見
は
、
学
を
能
く
し
得
な

い
者
共
が
学
に
つ
い
て
の
努
力
か
ら
解
放
さ
れ
そ
し
て
こ
と
の
つ

い
で
に
学
に
つ
い
て
ま
じ
め
に
努
力
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
観

を
装
う
た
め
の
遁
辞
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
レ

も
っと
も
ヘー
ゲ
ル
に
よ
る
こ
の
批
判
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
∧
歴

史
主
義
的
哲
学
∨
の
側
か
ら
の
∧
認
識
論
主
義
哲
学
∨
に
対
す
る

批
判
で
あ
る
と
は
直
ち
に
は
み
な
せ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
存

在
論
と
認
識
論
の
ど
ち
ら
を
第
一哲
学
と
み
な
す
か
と
い
う
対
立

の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

ヘ
ー
ゲ
ル
の
先
の
批
判
に
は
、
認
識
能
力
の
分
析
な
ど
と
い
う
形

式
的
で
い
わ
ば
∧
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
∨
作
業
に
い
つ
ま
で
も
か
か

ず
ら
わ
っ
て
い
な
い
で
、
大
胆
に
、
「絶
対
者
の
把
捉
」
と
い
う

冒
険
の
旅
ヘ
ーー
い
わ
ば
歴
史
の
只
中
ヘ
ーー
踏
み
出
で
よ
、
と

い
う
よ
う
な
挑
発
的
な
含
意
が
見
て
取
れ
る
。
（こ
れ
は
俗
な
比
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輸
を
用
い
れ
ば
、
例
え
ば
「書
物
を
捨
て
て
街
へ
出
よ
う
」
と
か

「モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
切
り
上
げ
て
社
会
に
出
な
さ
い
」
と
い
う
も

の
と
同
じ
類
い
の
も
の
と
み
な
せ
る
）
従
っ
て
そ
の
点
に
お
い
て

件
の
批
判
も
、
や
は
り
広
義
に
お
け
る
∧
歴
史
主
義
的
哲
学
∨
の

側
か
ら
の
批
判
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
認
識
論
無
用
論
は
多
分
に
象
徴
的
な
言
葉
を

用
し、
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
理
的
な

観
点
か
ら
見
て
も
、
認
識
論
を
事
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
無
視
し

得
な
い
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「認
識
に
よ
っ

て
認
識
の
限
界
を
確
定
す
る
」
或
い
は
「認
識
に
よ
っ
て
認
識
を

根
拠
づ
け
る
」
、
或
い
は
も
う
少
し
か
み
く
だ
い
た
表
現
を
用
い

れ
ば
、
「論
弁
的
貧
一絆
長
∽卜じ
な
議
論
に
よ
っ
て
我
々
の
悟
性

的
認
識
の
第
一原
理
を
発
見
し
そ
れ
が
ま
さ
に
第
一原
理
で
あ
る

所
以
を
論
証
す
る
」
と
で
も
表
現
す
べ
き
近
代
認
識
論
の
プ
ログ

ラ
ム
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
、
あ
る
∧
背
理
∨
の
指
摘
と
い
う
論

点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
の
認
識
論
批
判
は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
も
現
代
に

至
る
ま
で
、
陰
に
日
向
に
い
ろ
い
ろ
形
を
変
え
て
な
さ
れ
て
き

た
。
例
え
ば
、
Ｌ
・ネ
ル
ソ
ン
（ド
イ
ツ
の
哲
学
者
Ｈ８
一１
８
Ｎ

『認
識
論
の
不
可
能
性
』
の
著
が
あ
る
）
に
次
の
よ
う
な
議
論
が

み
ら
れ
る
。
認
識
論
は
、
認
識
一般
の
客
観
的
妥
当
性
の
探
究
を

そ
の
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
の
科
学
的
解
決
は

不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は

何
ら
か
の
基
準
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
認
識
で

あ
る
か
認
識
で
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
も
し
前

者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
基
準
が
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
初
め
て
決
定
さ

れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
故
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
そ
れ
を

使
用
す
る
こ
と
は
論
点
先
取
で
あ
る
。　
一方
も
し
後
者
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
基
準
が
課
題
の
解
決
に
役
立
ち
う
る
た
め
に
は
、

少
な
く
と
も
そ
れ
は
我
々
に
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―

換
言
す
れ
ば
我
々
の
認
識
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
―
が
、
認
識
一般
の
妥
当
性
の
問
題
が
未
決
で
あ
る
以
上
こ
の

基
準
を
対
象
と
す
る
認
識
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
従
っ

て
総
じ
て
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
の
根
拠
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る

―
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。
“

認
識
論
の
可
能
性
そ
の
も
の
に
関
わ
る
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、

現
代
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
方
略
の
遂
行
可
能

性
を
巡
っ
て
主
と
し
て
英
米
系
の
知
識
論
の
舞
台
で
盛
ん
に
議
論

さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「超
越
論
的
議
論
」
な
る
問
題
状
況
へ

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
こ
の
問
題
状
況
を
概

観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る

∧
認
識
論
主
義
哲
学
∨
と
∧
歴
史
主
義
的
哲
学
∨
と
の
対
立
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
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２
　
現
代
の
知
識
論
に
お
け
る
∧
歴
史
主
義
∨
と

∧
認
識
論
主
義
∨

近
年
こ
の
論
争
状
況
を
総
括
す
る
目
的
で
、
「超
越
論
的
議
論

と
科
学
」
と
題
す
る
論
集
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
「編
者
序
」

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「概
念
的
枠
組
み
」
と

い
う
観
念
を
拠
り
所
に
し
て
「知
識
の
正
当
化
」
の
問
題
に
取
り

組
も
う
と
す
る
際
に
取
り
う
る
、
二
つ
の
異
な
る
対
極
的
な
立
場

が
あ
る
。　
一方
は
、
「経
験
的
知
識
の
正
当
化
に
際
し
て
我
々
が

望
み
う
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
科
学
に
よ
っ
て
現
実
に
採
用
さ
れ

て
い
る
概
念
的
手
段
を
再
構
成
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
我
々
は

「争
う
余
地
の
な
い
真
理
へ
の
要
求
を
永
遠
に
捨
て
去
る
」
べ
き

で
あ
る
と
す
る
、
認
識
論
の
自
然
化
、概
念
的
相
対
主
義
、或
い
は

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
等
と
連
動
し
た
立
場
で
あ
る
。
他
方
は
、
そ

う
し
た
実
際
に
採
用
さ
れ
て
い
る
概
念
的
枠
組
み
の
「後
か
ら
の

再
構
成
」
で
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
信
念
を
認
識
論
的
に

正
当
化
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
何
ら
か
の
形
で
カ
ン
ト

的
な
「超
越
論
的
議
論
」
を
再
興
し
よ
う
と
す
る
、
よ
リ
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
立
場
で
あ
る
。
に

以
上
の
よ
う
な
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
の
中
に
も
、
我
々
が
こ
れ
ま

で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
∧
歴
史
主
義
∨
と
∧
認
識
論
主
義
∨
と
の

対
立
の
構
図
を
す
で
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
以
下
で
は
こ

の
対
立
の
根
を
、我
々
な
り
の
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
ょ
り
深
い

所
か
ら
扶
り
だ
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
、
後
者
の
よ

り
原
理
主
義
的
な
立
場
に
お
い
て
言
わ
れ
る
、「経
験
的
知
識
の
正

当
化
（一あ
一いい】８
一Ｐｏ●と
或
い
は
カ
ン
ト
的
な

「超
越
論
的
議
論
」

な
る
試
み
が
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
一般
的

に
描
き
出
し
て
み
よ
う
。
（た
だ
し
、
予
め
断
っ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
私
は
こ
の
「知
識
の
正
当
化
」
と
呼
ば
れ
る
企
図
が

最
終
的
に
遂
行
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し

て
は
、
日
下
の
所
確
固
た
る
解
答
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
）

そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「事
実

問
題
ｋ
Ｅ
〓
ご
ｏ〓
）
と
「権
利
問
題
」
♂
”〓
甘
おヽ
）
と
の
区

別
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
元
来
法
律
用
語
で
、
前
者
は
裁
判
に
お
け

る
事
実
報
告
に
関
わ
る
手
続
き
、
後
者
は
そ
れ
ら
の
事
実
の
法
的

評
価
に
関
わ
る
手
続
き
を
指
し
て
い
た
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
用

語
を
認
識
の
問
題
に
転
用
し
て
、
我
々
が
所
有
し
て
い
る
概
念
が

い
か
な
る
経
過
を
辿
っ
て
獲
得
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
事
実
間

題
と
呼
び
、
そ
し
て
そ
の
概
念
の
所
有
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
―

す
な
わ
ち
そ
の
概
念
が
果
た
し
て
客
観
的
根
拠
を
有
す
る
の
か
否

か
―
の
確
定
を
権
利
問
題
と
呼
ん
だ
。
す
な
わ
ち
権
利
問
題
と
は
、

懸
案
と
な
っ
て
い
る
概
念
が
単
な
る
主
観
的
な
思
惟
の
産
物
で
な

く
何
ら
か
の
実
在
す
る
客
観
的
対
象
の
概
念
で
あ
る
こ
と
――
換

言
す
れ
ば
当
該
概
念
の
∧
有
意
義
性
∨
（空
虚
で
な
い
こ
と
Ｔ
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の
証
明
に
関
わ
る
問
題
構
制
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（そ
し
て

彼
は
こ
の正
当
化
の論
証
を
「演
繹員
∪＆
鼻
一い８
と
呼
んだ）。同

と
こ
ろ
で
こ
の
論
証
は
、
カ
ン
ト
本
人
は
承
諾
す
る
が
他
の
者

は
承
諾
す
る
も
し
な
い
も
随
意
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
は
無
論
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
は
、　
一旦

確
立
さ
れ
た
が
最
後
、
後
の
時
代
ま
で
も
万
人
が
そ
れ
を
受
け
入

れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
「演

繹
」
は
――
確
か
に
「論
証
」
と
い
う
間
主
観
的
な
手
続
き
を
と

っ
て
は
い
る
が
，―
こ
の
点
に
お
い
て
一種
の
「御
託
宣
」
で
あ

り
、́
裁
判
官
の
判
決
と
同
様
の
拘
束
力
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

（実
際
『純
粋
理
性
批
判
』
で
の
彼
は
、
自
ら
を
裁
判
官
の
イ
メ

ー
ジ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
所
が
あ
る
）

こ
れ
と
好
対
照
を
な
す
の
が
、
カ
ン
ト
が
「人
間
悟
性
の
生
理

学
Ｃ
〓
∽”ｏ】ｏ性
Φ
）
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、　
ロ
ッ
ク
に
よ
る
発
生

論
的
知
識
論
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
内
官
心
理
学
的
な
手
法
を
用

い
て
、
「内
省
」
（『Φい】Φ〇一ざ
●
）
と
「感
覚
員
∽８
８
一３
●
）
と

い
う
「窓
」
を
通
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
た
「観
念
只
μ計
←
が

い
か
に
し
て
比
較
さ
れ
、
結
合
さ
れ
て
我
々
の
知
識
と
な
る
の
か

を
、
い
わ
ば
′物
語
風
に
叙
述
″（∽ざ
ａ
一Φ〓
日∞
）
す
る
。
（彼

の
言
い
方
で
は
「事
象
記
述
の
平
明
な
方
法
」
０
【”〓
ヨ
Φ夢
ｏ０

い９
〓
∽一９
一ｏ」

８ヽ
ｑ
ぼ
一い８
）
）。偲
彼
に
は
、
自
分
の
語

っ
て
い
る
物
語
が
∧
真
な
る
∨
物
語
で
あ
る
と
か
∧
唯
一可
能
な
Ｖ

物
語
で
あ
る
と
か
、
自
分
以
外
の
人
も
当
然
そ
れ
を
受
け
入
れ

信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
か
い
っ
た
″過
剰
な
思

い
入
れ
″
は
な
い
。
彼
が
期
待
す
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
が
一

つ
の
も
っと
も
ら
し
い
説
得
力
の
あ
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
哲
学
者
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
歴
史
家

の
メ
ン
タ
リ
テ
イ
ー
に
属
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、

歴
史
的
な
事
象
は
常
に
「別
様
に
も
起
こ
り
得
た
」
と
い
う
性
格

を
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
歴
史
家
の
記
述
す
る
対
象
は
哲
学
者
の

扱
う
も
の
と
は
異
な
っ
て
、
∧
絶
対
的
必
然
性
∨
や
∧
オ
ル
タ
ー

ナ
テ
ィ
プ
の
排
除
∨
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
「演
繹
」
の
「押
し
つ
け
が
ま
し
さ
」
と
は
う
っ
て
変

わ
っ
て
、
こ
こ
に
は
あ
る
種
の
「気
楽
さ
」
が
見
て
取
れ
る
。

と
こ
ろ
で
件
の
「知
識
の
正
当
化
」或
い
は
「超
越
論
的
議
論
」

は
、
ま
さ
し
く
先
の
「権
利
問
題
」
の
問
題
構
制
を
受
け
継
ぐ
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
合
理
的
に
思
考
す
る
者
な
ら
誰

で
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
∧
論
証
∨
或
い
は
∧
演
繹
∨
と
い

う
間
主
観
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
、
我
々
が
目
下
所
有
し
て
い
る

経
験
的
な
知
識
の
中
の
一群
の
も
の
――
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
で

も
よ
り
一般
性
の
高
い
範
例
的
な
知
識
――
が
単
な
る
主
観
的
な

捏
造
物
で
は
な
く
∧
客
観
的
∨
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

更
に
そ
れ
が
単
に
あ
る
歴
史
的
ｏ時
代
的
な
状
況
に
よ
っ
て
偶
然

我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
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普
遍
妥
当
性
を
有
し
た
知
識
で
あ
る
こ
と
、
に
対
す
る
万
人
の
承

認
を
要
請
す
る
と
い
う
企
図
で
あ
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
そ
れ
は

ま
た
、
哲
学
的
・論
弁
的
な
議
論
に
よ
っ
て
我
々
の
悟
性
的
認
識

の
第
一原
理
を
発
見
し
、
そ
れ
が
ま
さ
に
第
一原
理
で
あ
る
所
以

を
論
証
し
よ
う
と
す
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
人
間

に
課
さ
れ
た
∧
有
限
性
∨
を
克
服
し
自
ら
の
思
考
基
盤
の
確
実
性

を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
、
近
代
認
識
論
の
∧
基
礎
づ
け
主
義
的

な
∨
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
た
目
論
見
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

け
れ
ど
も
す
で
に
第
一節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
基
礎
づ

け
主
義
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
幾
つ
か
の
原
理
的
な
困
難
が
内
在

し
て
い
る
こ
と
が
、
様
々
な
形
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
先
に
我
々

は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ネ
ル
ソ
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
て
こ
の
点
に
つ
い

て
触
れ
た
が
、
比
較
的
最
近
の
よ
く
知
ら
れ
た
指
摘
と
し
て
は
、

Ｈ
ｏ
ア
ル
バ
ー
ト
が
定
式
化
し
た
∧
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
ト
リ

レ
ン
マＶ
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
不
可
疑
で
確

実
な
第
一原
理
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
認
識
を
基
礎
づ
け
よ
う
と

す
る
手
続
き
は
、
①
無
限
背
進
　
②
論
理
的
循
環
　
③
一定
の
点

に
お
け
る
手
続
き
の
中
断
（す
な
わ
ち
、
独
断
的
端
初
の
設
定
）

の
三
様
の
ア
ポ
リ
ア
の
内
の
い
ず
れ
か
に
陥
ら
ぎ
る
を
え
な
い
と
論

じ
て
い
る
（三
足
論
法
）。　
‐＜７
或
い
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト
の
∧
超

越
論
的
演
繹
∨
の
企
図
が
最
終
的
に
は
遂
行
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
説
得
的
に
論
じ
た
Ｓ
・
ヶ
ル
ナ
ー
の
「超
越
論
的
演
繹
の
不
可

能
性
」
と
題
す
る
論
文
な
ど
も
、こ
の
Λ
反
基
礎
づ
け
主
義
的
な
∨

潮
流
に
樟
さ
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
に

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
前
に
し
て
、
し
か
も
何
ら

か
の
形
で
そ
の
問
題
を
引
き
受
け
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
き
、

人
は
次
の
二
通
り
の
態
度
の
い
ず
れ
か
を
と
る
で
あ
ろ
う
。　
一方

は
、
こ
う
し
た
ァ
ポ
リ
ァ
は
必
ず
解
決
で
き
る
と
信
じ
て
、
ぁ
く

ま
で
も
「知
識
の
正
当
化
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
固
執
す
る
態

度
で
あ
る
。
も
う
一方
は
、
視
点
を
∧
ず
ら
し
∨
、
そ
う
し
た
問

題
は
本
来
問
題
た
り
え
な
い
と
い
う
形
で
当
の
問
題
の
∧
解
消
∨

を
は
か
る
態
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
度
は
、
「超
越
論
的
議
論
」

に
対
し
て
こ
の
後
者
の
態
度
を
と
る
代
表
的
論
客
で
あ
る
Ｒ
・
口́

―
テ
ィ
の
主
張
の
大
略
を
見
て
お
こ
う
。

ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ば
哲
学
が
職
業
化
し
制
度
化
さ
れ
出
し
た
ま

さ
に
そ
の
時
に
、
カ
ン
ト
が
デ
カ
ル
ト
的
な
確
実
性
或
い
は
正
当

化
の
要
求
と
い
っ
た
も
の
を
哲
学
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
吹
き

込
ん
だ
と
い
う
事
実
は
、
「文
化
的
な
不
幸
」（８
Ｐご
轟
】０中３
∽一Ｒ
）

以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
た
だ
唯
一
の
救
い
は
、
こ
の
認
識
論
的

哲
学
の
一面
で
の
成
功
と
他
面
で
の
形
骸
化
が
、
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル

及
び
一九
世
紀
の
歴
史
主
義
的
哲
学
が
勃
興
し
て
く
る
た
め
に
、

な
く
て
は
な
ら
ぬ
前
提
条
件
の
役
割
を
果
た
し
た
点
に
あ
る
。
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こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
真
の
不
幸
は
、
今
世
紀
の
初
頭
に

ラ
ッ
セ
ル
と
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
、せ
っ
か
く
興
隆
し
た

歴
史
主
義
的
或
い
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
思
潮
が
駆
逐
さ
れ
、

そ
の
結
果
哲
学
が
再
び
ま
た
カ
ン
ト
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
置
い
て
他

に
な
い
。
そ
れ
故
論
理
実
証
主
義
と
現
象
学
に
よ
っ
て
哲
学
が
導

か
れ
た
今
世
紀
の
前
半
の
五
〇
年
間
は
、
確
実
性
・正
当
化
・基

礎
づ
け
と
い
っ
た
も
の
を
追
い
求
め
、
哲
学
を
科
学
に
似
た
も
の

に
し
よ
う
と
あ
が
い
た
不
毛
な
期
間
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
彼
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「神
経
症
的
な
」
不
毛
性
を
脱
し
健
全
な
思

惟
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
我
々
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
「権
利

問
題
」
「知
識
の
正
当
化
」
と
い
っ
た
「超
越
論
的
哲
学
」
の
企

て
を
全
て
「脇
へ
よ
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
超
時

間
的
・超
歴
史
的
に
妥
当
す
る
規
範
を
立
て
よ
う
と
す
る
野
心
を

捨
て
、
歴
史
的
文
脈
に
沈
潜
し
或
い
は
異
文
化
間
の
相
互
連
関
の

申
に
身
を
置
い
て
、
ひ
た
す
ら
「対
話
」
を
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
哲
学
者
の
「強
迫
観
念
」
と
な
っ
て
い

た
「基
礎
づ
け
」
の
要
求
が
実
は
普
遍
的
な
も
の
で
も
何
で
も
な

く
、
歴
史
的
偶
然
に
よ
っ
て
我
々
に
課
さ
れ
て
い
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。　
―
―
以
上
が
ロ
ー

テ
ィ
の
主
な
論
点
で
あ
る
。
①

こ
こ
に
お
い
て
、
本
稿
で
我
々
が
取
り
上
げ
て
き
た
∧
認
識
論

主
義
哲
学
∨
と
∧
歴
史
主
義
的
哲
学
∨
と
の
対
立
関
係
は
、
そ
の

極
点
に
達
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
最
後
に
我
々
は
こ
の
ロ
ー
テ

ィ
の
見
解
に
答
え
る
形
で
、
∧
認
識
論
主
義
哲
学
∨
の
立
場
か
ら

反
論
を
試
み
て
み
よ
う
。

３
　
∧
認
識
論
主
義
哲
学
∨
の
積
極
的
擁
護

ロ
ー
テ
ィ
に
は
、
「対
話
至
上
主
義
」
と
も
い
え
る
根
強
い
考

え
方
が
あ
る
。
彼
は
、
何
ら
か
の
妥
当
な
規
範
を
立
て
よ
う
と
す

る
基
礎
づ
け
主
義
的
発
想
を
捨
て
、
歴
史
的
。文
化
的
文
脈
の
中

に
沈
潜
し
て
虚
心
胆
懐
に
対
話
を
続
け
よ
と
説
く
。
そ
の
際
「対

話
へ
の
拘
束
以
外
に
は
探
究
に
課
さ
れ
る
拘
束
は
一切
存
在
し
な

い
」
。
そ
れ
で
は
何
の
た
め
に
対
話
す
る
の
か
。
彼
に
よ
れ
ば
そ

こ
に
は
何
の
目
的
も
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
対
話
す
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
目
的
で
あ
る
。
「わ
れ
わ
れ
が
対
話
を
す
る
の
は
、
わ
れ

わ
れ
が
あ
る
目
標
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

的
対
話
の
活
動
が
そ
れ
自
体
目
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
何
ら
か
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
さ
え
必
要
で
は
な
い
。

「合
意
こ
そ
対
話
の
目
標
で
あ
る
と
主
張
す
る
反
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ス
ト
た
ち
は
、
得
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
ゲ
ー
ム
を
す
る
理
由
で
あ

る
と
考
え
る
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・プ
レ
ー
ヤ
ー
に
似
て
い
る
。

彼
ら
は
活
動
の
過
程
に
お
け
る
本
質
的
契
機
を
、
活
動
そ
の
も
の

の
目
的
と
勘
違
い
し
て
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
「わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
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対
話
の
『成
功
」
と
は
、
た
ん
に
そ
れ
を
『つ
づ
け
る
こ
と
』
以

外
に
は
あ
り
え
な
い
の
だ
」
。
⑩

け
れ
ど
も
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
本
末
転
倒
し
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
お
よ
そ
何
の
問
題
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
有
意
義
な
対

話
は
成
立
し
え
な
い
。
何
ら
か
の
共
通
な
問
題
が
あ
り
そ
れ
を
解

決
し
合
意
に
達
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
っ
て
、
初
め
て
実
り
あ
る

対
話
も
可
能
に
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
更
に
、

対
話
を
真
に
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
対
話
の
際
の
最

低
限
の
基
準
――
す
な
わ
ち
そ
れ
に
則
っ
て
対
話
が
進
行
し
、
そ

れ
に
照
ら
し
て
対
話
内
容
が
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
基
準

―
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
基
準
を
欠
い
て
は
、
対
話
が

不
可
能
と
な
る
か
、
或
い
は
た
と
え
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

単
な
る
水
掛
け
論
争
或
い
は
一方
的
な
自
己
の
立
場
の
表
明
に
終

始
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
異
な
る
時
代
、
異
な
る

文
化
の
間
の
差
異
が
∧
共
約
不
可
能
Ｖ
な
ま
で
に
大
き
か
っ
た

と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
対
話
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
何
ら
か
の

共
有
さ
れ
た
基
準
の
存
在
が
要
請
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
（対
話
が

可
能
な
こ
と
自
体
が
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
）

一般
に
我
々
は
、
異
な
る
概
念
枠
、
異
な
る
思
考
様
式
に
対
し

て
も
、
そ
れ
ら
が
∧
異
な
っ
て
い
る
∨
と
言
い
う
る
た
め
に
す
ら
、

何
ら
か
の
共
通
の
枠
組
み
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
比
愉
的
な
一

例
を
挙
げ
よ
う
。
例
え
ば
我
々
は
、
「天
動
説
と
地
動
説
と
は
異

な
っ
て
い
る
」
或
い
は
「封
建
主
義
と
民
主
主
義
と
は
異
な
っ
て

い
る
」
と
は
言
う
が
、
「天
動
説
と
民
主
主
義
と
は
異
な
っ
て
い

る
」
と
い
２
一一一口い方
は
――
確
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
違
い

な
か
ろ
う
が
――
意
味
あ
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ

の
際
比
輸
の
両
項
が
、
そ
も
そ
も
比
較
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
基
準
・枠
組
み
・座
標
軸
を
共
有
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
一の
例
で
は
「天
体

の
見
か
け
の
多
様
な
運
動
を
、
統
一的
に
説
明
す
る
理
論
体
系
が

存
在
す
る
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
そ
し
て
第
二
の
例
で
は

「国
家
運
営
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
形
態
に
は
様
々
な
も

の
が
存
在
す
る
」と
で
も
い
つべ
き
も
の
が
、
各
々
共
有
さ
れ
た
枠
組

み
を
表
現
す
る
。
∧
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
∨
と
い
う
語
は
、
そ
の

元
来
の
語
義
か
ら
言
っ
て
、
∧
あ
る
共
通
の
問
題
状
況
に
お
け
る
、

さ
し
あ
た
り
提
示
さ
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
他
の

ア
プ
ロ
ー
チ
Ｖ
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。従
っ
て
、あ
る
概
念

枠
に
対
し
て
別
の
概
念
枠
が
競
合
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合

に
も
、
そ
の
競
合
関
係
自
身
を
包
摂
す
る
よ
う
な
、
よ
り
包
括
的

な
∧
問
題
の
場
∨
を
指
示
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
な
筈
で
あ
る
。ｍ

∧
認
識
論
主
義
哲
学
∨
或
い
は
「超
越
論
的
議
論
」
の
課
題
は
、

こ
の
よ
う
な
共
通
の
基
準
或
い
は
ル
ー
ル
と
な
る
も
の
を
探
究
し
、

対
話
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
そ
れ
は
対
話
を
軽
視
し
た
独
善
的
な
営
み
で
は
な
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更
に
ロ
ー
テ
ィ
は
、
哲
学
を
∧
科
学
的
に
∨
遂
行
し
よ
う
と
す

る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
不
毛
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
が
、
し
か
し
ロ

ー
テ
ィ
自
身
そ
う
し
た
志
向
か
ら
完
全
に
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
哲
学
は
「認
識
論
的
転
回
」
「言
語
論

的
転
回
」
を
経
て
、
今
や
「解
釈
学
的
転
回
」
或
い
は
「プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
」
を
遂
行
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ

の
よ
う
な
主
張
の
背
後
に
は
、
哲
学
を
何
か
科
学
の
よ
う
に
進
歩

・発
展
す
る
も
の
、
最
終
的
に
あ
る
べ
き
姿
に
む
か
っ
て
漸
近
的

に
変
遷
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
る
科
学
主
義
的
哲
学
観
が
潜

ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
進
歩
主
義
的
な
捉

え
方
は
、
（パ
ラ
ダ
イ
ム
論
以
後
）
″御
本
家
″
の
自
然
科
学
に

お
い
て
さ
え
も
は
や
通
用
し
難
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
況
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
哲
学
に
お
い
て
を
や
、
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
哲
学
に
お
い
て
は

そ
の
時
々
の
時
代
で
流
行
と
な
る
問
題
に
は
当
然
変
遷
も
見
ら
れ

よ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
、
哲
学
の
内
実
が
時
代
と
共
に
本
質
的
に

変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

哲
学
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
――
た
と
え
時
代
と
共
に
知

識
や
技
術
が
進
歩
し
て
い
く
と
し
て
も
、
我
々
人
間
の
ひ
と
り
ひ

と
り
は
そ
の
都
度
自
ら
の
生
を
″
一か
ら
″
引
き
受
け
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
限
リ
ー！
我
々
が
問
題
と
せ
ぎ
る
を
え
な

い
∧
普
遍
的
な
∨
問
題
を
扱
う
。
そ
し
て
自
ら
の
思
考
・知
識
の

確
実
性
の
基
盤
を
探
る
と
い
う
課
題
は
、
そ
う
し
た
問
題
の
中
の

一
つ
で
あ
り
続
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
確
か
に
「知
識
の
基
礎
づ
け
」

と
い
う
課
題
に
は
、
既
に
論
じ
た
よ
う
な
論
理
的
な
ア
ポ
リ
ア
が

避
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
解
決
は
い
わ
ば
人
類
の
∧
永
遠
の
課
題
∨

と
し
て
、
我
々
の
子
孫
に
よ
っ
て
も
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
飽
き

る
こ
と
も
な
く
、
∧
そ
の
都
度
∨
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
、
そ
う
し
た
課
題
を
請
け
負
う
∧
認
識
論
主
義
哲
学
∨
の
営
み

は
、
い
つ
の
時
代
に
も
決
し
て
無
用
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

２一。４
　
仕“　
　
び

西
洋
哲
学
の
歴
史
は
あ
る
意
味
で
、
∧
認
識
論
主
義
的
哲
学
Ｖ

と
∧
歴
史
主
義
的
哲
学
∨
と
の
間
で
闘
わ
さ
れ
て
き
た
抗
争
の
歴

史
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
古
く
は
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
に
遡
れ

ば
、
不
生
・不
滅
・不
動
・完
全
な
Λ
絶
対
的
一者
∨
の
哲
学
を

説
く
エ
レ
ア
派
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
、
万
物
の
生
成
流
転
を
説
く

イ
オ
ニ
ア
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
の
間
の
対
立
に
表
れ
て
い
る
と

言
え
る
。
図
式
化
の
謗
り
を
受
け
る
こ
と
を
覚
悟
で
更
に
付
け
加

え
る
な
ら
、す
で
に
述
べ
た
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
他
に
も
、デ
カ

ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
、　
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
等
、
哲
学
史
上

の
主
だ
っ
た
対
立
項
の
内
に
は
、
大
な
り
小
な
り
こ
の
要
素
を
見
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て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
対
立
関
係
は
一哲
学
者
個
人
の

思
想
的
変
遷
の
中
に
ま
で
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
見
ら
れ
る
、
前
期

の
原
理
主
義
的
・基
礎
づ
け
主
義
的
な
構
え
か
ら
、
後
期
の
――

∧
生
活
世
界
∨
や
∧
言
語
ゲ
ー
ム
∨
の
概
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

―
記
述
主
義
的
・反
基
礎
づ
け
主
義
的
な
構
え
へ
の
移
行
を
想

起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
∧
認
識
論
主
義
∨
と
∧
歴
史
主
義
∨
と
の

対
立
は
、
単
に
あ
る
限
定
さ
れ
た
時
代
状
況
に
お
い
て
見
い
だ
さ

れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
生
き
る
我

々
人
間
に
、
∧
並是
倒
叩Ｖ
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
一言え
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
理
由
を
付
度
す
る
に
、そ
れ
は
こ
の
問
題
が
我
々
一人
一人

が
世
界
に
向
き
合
う
構
え
の
と
り
方
、
い
わ
ば
∧
態
度
決
定
∨
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

我
々
人
間
は
こ
の
世
界
に
い
わ
ば
∧
投
げ
出
さ
れ
た
∨
有
限
で
は

か
な
い
存
在
者
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
出
発
点
と
し
た
と
き
、

で
は
い
か
な
る
態
度
で
そ
こ
に
臨
む
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
事
実
を
前
に
し
て
人
が
と
り
う
る
一
つ
の
態

度
は
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
現
実
目
標
を
、
出
発
点
に
お
い
て
我

々
に
課
さ
れ
た
件
の
Λ
有
限
性
∨
∧
不
確
実
性
∨
の
克
服
と
い

う
点
に
求
め
、
何
ら
か
の
確
固
と
し
た
基
盤
・不
動
の
立
脚
点
と

い
っ
た
も
の
を
確
立
し
よ
う
と
奮
闘
努
力
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
考
え
う
る
別
の
態
度
と
し
て
、
我
々
に
∧
本
来
的

に
∨
備
わ
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
件
の
不
確
実
性
を
自
ら
の
独
力

で
克
服
す
る
こ
と
の
限
界
を
悟
り
、
む
し
ろ
与
え
ら
れ
た
現
実
的

状
況
を
受
け
入
れ
そ
の
中
で
う
ま
く
平
衝
を
保
ち
つ
つ
、
よ
り
良

く
生
き
る
方
途
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。

そ
の
際
前
者
の
よ
う
な
態
度
で
哲
学
に
臨
め
ば
必
然
的
に
、一り
りか

の
Λ
究
極
的
な
基
礎
づ
け
∨
を
求
め
て
悟
性
論
理
の
深
淵
の
中
ヘ

沈
潜
し
て
い
く
と
い
う
、
合
理
主
義
的
な
思
考
法
を
と
ら
ぎ
る
を

え
な
い
で
あ
ろ
う
。　
一方
後
者
の
よ
う
な
態
度
で
哲
学
に
臨
め
ば

常
に
世
界
や
他
者
に
対
し
て
開
か
れ
た
姿
勢
で
対
話
を
行
い
、
適

度
な
現
実
感
覚
と
高
度
な
歴
史
意
識
を
も
っ
て
自
ら
の
認
識
を
不

断
に
修
正
し
つ
つ状
況
に
適
応し
て
い
く
と
い
う
、プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ック́

な
発
想
法
を
と
ら
ぎ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
い
つ
の
時

代
に
も
我
々
人
間
は
、
こ
の
二
つ
の
態
度
の
両
極
間
で
動
揺
し
な

が
ら
も
、
や
が
て
状
況
に
強
い
ら
れ
て
自
ら
の
ス
タ
ン
ス
を
選
び

取
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
我
々
が
論
じ
た
問
題
は
、
こ
う
し
た
普
遍
的
な
問
題
に

連
な
る
一
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

文
献
注

に
　
カ
ン
ト
『純
粋
理
性
批
判
』
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曖
　
以
上
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
『精
神
現
象
学
』
『エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ

ィ
ー
』
参
照
。

Ｏ
　
Ｆ８
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“
Ｚ
Φ】８
Ｐ
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∞８
曽
ュ
Φ
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８
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日．選
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８
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‐
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８
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ご
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・げЧフ

”一Φ「片
”
・―「』山ｏ『∽すＢ”５５
”がＯ
ｒ』ｒｄ・∞Φｒ
ｒＯ●Ｏｏ●■
Φ『Φ・

“
　
カ
ン
ト
、
前
掲
書

０
　
ロ
ッ
ク
『人
間
知
性
論
』

仔
　
ハ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
ト
『批
判
的
理
性
論
考
」
角
８
Ｆ
盟

就σｑ
軍
μ一い∽ｏぎ
くΦヨ
“Ｒ

，
８
８
）
萩
原
能
久
訳
、
御
茶
の

水
書
房
、　
一九
八
五
年
。

０
　
∽き
ｏ口”・
パ
αョ
ｅ
■
巧
すｏ
日Ｂ
りｏ脇
３
【́】】一Ч
Ｏい
弓
【”●
８
Φ●１

Φヽ目一”
】
Ｕ
Ｊ
ＯＣ
ｏ一”０５∽．ｒ
”●
一̈
日
〓Φ
７いｏ●い∽一や
Ｏド
（　ドΦＯ『
）。

翻
　
Ｏ
ｐ
”
”∽Ｆ
邑
”
ｏユ
Ｆ
Ｒ弓
『”目Ｘ
Φ口ＯΦュ
Ｌ
＞
「∞●
８
０●雰
・

∽Φ【い‐”Φ〔Φ【Φ●ｏΦ̈
ｐ●０
一「『”∞目ｐ”一”∽員ｔｒ
一●　̈　日げ”●∽●Φ●ＯΦ”‐

一Ｌ
＞出
“日
８
雰
目
ヽ
な
い８
∽，
他
に
注
⑩
の
諸
論
文
参
照
。

⑩
　
本
稿
で
の
ロ
ー
テ
ィ
の
主
張
の
要
約
に
関
し
て
は
、
上
記
の

論
文
の
他
に
、
「哲
学
の
脱
構
築
』
（室
井
・吉
岡
・加
藤
・

浜
・庁
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、　
一九
八
五
年
）
に
所
収
さ
れ
て

い
る
以
下
の
諸
論
文
を
参
照
。
「職
業
化
し
た
哲
学
と
超
越
論

主
義
文
化
」
「プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・相
対
主
義
・非
合
理
主

義
」
「今
日
の
ア
メ
リ
ヵ
哲
学
」

Ш
　
拙
稿
「概
念
枠
の
一元
論
と
多
元
論
」
、
日
本
科
学
哲
学
会

編
『科
学
哲
学
２６
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、　
一九
九
二
年

参
照
。

（ま
つ
も
と
　
し
ゅ
ん
き
ち
　
東
北
大
）
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