
は
じ
め
に

「
歴
史
哲
学
」
と
い
う
、
学
問
の
一
つ
の
手
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
が
、
そ
の
著
作
『
歴
史
哲
学 （
１
）』
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
世
界
的
視
野

で
歴
史
を
扱
う
と
共
に
、
一
つ
の
民
族
の
文
化
を
そ
の
民
族
個
有
の
長
い
歴
史
の

中
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
以
前
の
歴
史
家
の
視
野
は
、
思
い
の
ほ
か
狭
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
学
者
は
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
関
心
が
な
く
、
中
国
の
学
者
は
中
華
思
想
か
ら
中

国
を
中
心
に
物
事
を
考
え
よ
う
と
し
た
。

こ
の
あ
と
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ト
イ
ン
ビ
ー
等 （
２
）の
歴
史
哲
学
が
持

て
囃
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
流
行
は
一
過
性
の
も
の
で
、
現

代
の
歴
史
研
究
者
の
多
く
は
個
別
の
事
柄
の
究
明
に
重
き
を
置
い
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。

し
か
し
筆
者
は

「
個
々
の
主
題
は
広
い
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
知
っ
た
う
え
で
明
ら
か
に

す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
歴
史
哲
学
の
視
点
に
従
っ
て
、

筆
者
の
歴
史
研
究
の
手
法
に
言
及
し
た
幾
つ
か
の
著
作
を
発
表
し
た
。
『
一
冊
で

つ
か
む
日
本
史 （
３
）』
で
は
、
日
本
史
の
特
性
を
世
界
史
の
流
れ
の
中
で
考
え
た
。

『
も
の
づ
く
り
の
歴
史
に
み
る
日
本
の
底
力 （
４
）』
は
、
日
本
の
科
学
、
技
術
史
の

中
か
ら
日
本
文
化
の
独
自
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
神
道
、
日
本
が
誇

る
「
仕
組
み （
５
）」』
に
お
い
て
、
日
本
思
想
の
特
性
に
関
す
る
独
自
の
説
を
出
し
た
。

さ
ら
に
『
日
本
人
な
ら
知
っ
て
お
き
た
い
！
所
作
の
「
型 （
６
）」』
で
、「
人
間
ら
し

く
生
き
る
た
め
に
、
日
本
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
「
粋
」
の
哲
学
が
大
切
で
あ
る
」

と
い
う
主
張
を
述
べ
た
。

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
研
究
を
踏
ま
え
て
具
体
的
な
歴
史
研
究
の
あ
り
方
に
つ

い
て
考
察
し
よ
う
。
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、

「
自
分
が
経
験
で
き
な
い
、
多
く
の
他
者
の
人
生
、
他
者
の
考
え
方
を
知
り

た
い
」

と
願
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
優
れ
た
人
間
性
を
持
ち
人
び
と
を
導
く
偉
人
の
い
な

い
と
こ
ろ
に
、
歴
史
は
生
ま
れ
な
い
。
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そ
し
て
過
去
の
人
び
と
の
人
生
を
知
る
と
、
か
れ
ら
各
々
の
生
き
方
が
そ
の
時

代
の
科
学
、
技
術
の
限
界
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
邪

馬
台
国
の
女
王
、
卑
弥
呼
が
一
生
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
現
代
人
は
、
飛
行
機
を
使
っ
て
簡
単
に
パ
リ
に
で
も
ロ
ン
ド
ン
に
で
も
行

け
る
。

筆
者
は
歴
史
か
ら
得
る
教
訓
と
し
て
、
次
の
も
の
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

「
一
つ
の
時
代
の
科
学
、
技
術
を
知
っ
て
、
そ
れ
と
上
手
に
関
わ
り
、
科
学
、

技
術
を
う
ま
く
使
い
こ
な
す
こ
と
が
豊
か
な
人
生
に
繋
が
る
」

次
章
で
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
歴
史
を
描
く
意
味
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

一
、
歴
史
家
の
役
割

良
い
歴
史
書
を
描
く
こ
と
は
、

「
的
を
見
て
正
確
に
矢
を
放
つ
」

こ
と
か
ら
始
ま
る
。
何
を
書
き
た
い
か
わ
か
ら
な
い
も
の
、
書
き
手
の
主
張
が
あ

ち
こ
ち
に
ず
れ
る
も
の
は
、
読
ん
で
い
て
空
し
く
な
る
。
確
実
に
的
を
掴
む
た
め

に
は
、
そ
の
背
景
と
な
る
広
い
教
養
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
縦
と
横
と
の
、
総
合
的
な
知
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
だ
。
原
始
時

代
か
ら
現
代
ま
で
を
見
通
す
縦
の
知
識
と
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
歴
史
を

比
較
文
化
の
視
野
で
掴
む
横
の
知
識
を
合
わ
せ
て
持
つ
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
歴

史
上
の
個
々
の
事
柄
の
意
味
を
、
正
確
に
把
握
出
来
な
い
。

良
い
本
を
探
し
出
す
目
利
き
で
あ
ら
ね
ば
、
有
益
な
教
養
を
身
に
付
け
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
学
問
を
究
め
る
た
め
に
役
に
立
つ
も
の
は
、
現
在
販
売
さ
れ
て
い

る
書
籍
の
中
の
千
分
の
一
（
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
て
い
ど
で
あ
ろ
う
。

主
体
的
に
読
書
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
優
れ
た
も
の
と
質
の
低
い
も
の
と

を
区
別
す
る
目
が
育
っ
て
い
く
。
子
供
の
こ
ろ
父
か
ら
、

「
美
術
品
の
鑑
定
眼
を
身
に
付
け
る
に
は
、
最
高
級
の
物
だ
け
を
ひ
た
す
ら

見
る
の
が
良
い
」

と
い
っ
た
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
価
値
の
低
い
作
品
は
す
べ
て
、

出
来
損
な
い
に
見
え
て
く
る
と
い
う
。

愛
読
書
と
す
べ
き
良
い
本
を
知
れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
独
自
の
考
え
を
交
え
て
そ
れ

を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
く
。
自
分
の
研
究
で
迷
っ
た
時
は
、
自
分
の
学
問
の
基
礎

と
な
る
本
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
複
数
の
魅
力
あ
る
本
か
ら
時
間
を
か
け
て
身
に
付
け
た
教
養

は
、
間
違
い
な
く
そ
の
人
が
学
ん
で
き
た
個
々
の
著
作
の
著
者
の
教
養
を
超
え
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

そ
れ
と
共
に
哲
学
、
歴
史
学
な
ど
の
文
科
系
の
学
問
を
研
究
す
る
者
は
、
独
自

の
科
学
観
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
の
科
学
と
は
、
「
自
然
の
あ
り
方
を
説
明

づ
け
る
見
識
」
と
呼
ぶ
べ
き
教
養
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
大
き
な
自
然
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
人
間
を

自
然
か
ら
切
り
離
し
て
物
事
を
考
え
る
と
、
書
き
手
の
頭
の
中
で
創
作
し
た
人
形

の
よ
う
な
現
実
観
の
な
い
人
物
が
出
来
て
し
ま
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
パ
ス
カ
ル
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
自
然
科
学
が
哲
学
か
ら
切

り
離
さ
れ
る
前
の
西
欧
の
名
の
知
ら
れ
た
哲
学
者
は
、
す
べ
て
第
一
級
の
科
学
者

で
あ
っ
た
。
新
井
白
石
な
ど
の
江
戸
時
代
の
高
名
な
歴
史
学
者
の
多
く
は
朱
子
学

者
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
朱
熹
ら
が
取
り
入
れ
た
陰
陽
五
行
説
に
た
つ
東
洋
の
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最
新
の
科
学
を
使
い
こ
な
し
て
い
た
。

歴
史
家
は
自
分
が
生
き
る
時
代
の
最
新
の
科
学
と
人
間
の
関
係
を
正
確
に
把
握

し
た
上
で
、
各
自
の
研
究
主
題
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
は
幅
広
い
知
識
を
踏
ま
え
て
、
出
来
る
限
り
客
観
的
に
物
事
を
考
え
る
よ

う
に
努
め
て
き
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、

「
個
々
の
歴
史
家
が
書
く
も
の
は
、
す
べ
て
相
対
的
で
あ
る
」

と
い
う
点
を
十
分
理
解
し
て
い
る
。
一
人
一
人
の
学
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
生

い
立
ち
、
異
な
る
理
想
を
背
負
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
歴
史
家
は
、
「
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
を
と
る
他
者
が
い
る
」
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、
意
見
を
発
表
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

「
書
き
手
の
考
え
が
正
義
で
、
そ
れ
以
外
は
悪
だ
」
と
主
張
し
て
読
み
手
を
洗

脳
（
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
す
る
著
作
を
、
世
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
あ
る
考
え
方
の
一
つ
だ
」

と
断
っ
た
上
で
論
を
展
開
す
る
の
が
正
し
い
手
法
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
極
め
て
多
数
の
歴
史
書
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
が
、
歴
史
家
の
著
述
に

は
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
個
々
の
書
き
手
の
人
間
性
の
違
い
か
ら
来
る
も

の
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
「
出
来
う
る
限
り
き
れ
い
な
気
持
ち
で
、
研
究
に
臨
む
」

よ
う
に
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
「
暖
か
い
視
線
で
、
歴
史
上
の
生
き
た
人
び
と
を

見
た
」
本
を
書
く
よ
う
に
努
め
て
き
た
。

気
分
が
沈
ん
だ
時
や
体
調
の
悪
い
時
は
、
研
究
を
一
時
的
に
休
む
の
が
よ
い
。

そ
う
い
っ
た
元
気
の
な
い
時
に
は
、
ろ
く
で
も
な
い
事
を
考
え
が
ち
だ
。

楽
し
い
こ
と
を
見
付
け
た
り
、
山
や
海
の
自
然
の
き
れ
い
な
所
に
行
っ
て
、
気

持
ち
を
明
る
く
保
つ
の
が
よ
い
。
悲
惨
な
ニ
ュ
ー
ス
や
他
人
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を

知
る
ぐ
ら
い
は
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
が
、
深
い
関
心
を
寄
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

筆
者
は
前
々
か
ら
、

「
学
者
は
、
学
者
で
あ
る
前
に
上
品
な
紳
士
で
あ
れ
」

と
主
張
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
格
闘
家
の
ル
ー
・
テ
ー
ズ
の
、

「
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
は
、
リ
ン
グ
の
上
で
は
野
獣
、
下
で
は
紳
士
た
れ
」

と
い
う
言
葉
が
か
っ
こ
良
い
と
思
っ
て
考
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
。

「
日
本
文
化
の
底
流
に
粋
の
哲
学
が
あ
る （
７
）」
と
説
い
て
き
た
が
、
筆
者
は
「
粋

な
生
き
方
を
す
る
人
間
」
を
、「
紳
士
」
と
考
え
て
い
る
。

高
価
な
服
を
誇
ら
し
気
に
着
て
、
庶
民
を
見
く
だ
し
贅
沢
な
生
活
を
す
る
者
は
、

紳
士
で
は
な
く
野
暮
な
下
卑
た
人
間
だ
。

「
い
か
な
る
時
も
正
直
に
過
ご
し
、
卑
怯
な
振
る
舞
い
を
し
な
い
」

「
つ
ね
に
明
る
い
気
持
ち
で
、
他
者
に
接
す
る
」

「
身
ぎ
れ
い
に
し
て
、
つ
ね
に
周
囲
の
人
間
の
気
持
ち
を
考
え
て
生
活
す
る
」

「
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て
、
自
然
を
大
切
に
す
る
」

「
自
分
の
良
心
に
恥
じ
な
い
、
立
派
な
仕
事
を
す
る
」

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
心
掛
け
る
者
が
、
粋
な
人
間
で
あ
る
。
江
戸
の
人
間
は
誰

も
粋
に
生
き
よ
う
と
し
た
。
粋
な
人
間
は
、
異
性
に
好
か
れ
た
。
筆
者
は
真
剣
に
、

こ
う
考
え
て
い
る
。

「
日
本
じ

ゅ
う
の
人
び
と
が
す
べ
て
粋
に
な
れ
ば
、
日
本
の

将
来
は
明
る
く

な
る
」

し
か
し
現
実
に
は
損
得
計
算
を
重
ん
じ
る
、
粋
の
わ
か
ら
な
い
人
間
が
ふ
え
て

い
る
。
日
本
的
な
粋
に
魅
か
れ
た
理
由
は
、
筆
者
が
防
府
と
い
う
地
方
都
市
の
名
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門
の
流
れ
を
ひ
く
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
ら
し
い
。
筆
者
は
家
の
中
で
幼

い
時
か
ら
、

「
周
囲
の
手
本
と
さ
れ
る
立
派
な
人
間
に
な
れ
」

と
い
う
圧
力
を
受
け
続
け
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

東
京
大
学
の
学
生
だ
っ
た
時
は
、
粋
と
い
う
発
想
か
ら
、
い
つ
も
お
洒
落
な
か
っ

こ
う
を
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
長
身
で
主
張
を
持
っ
た
着
こ
な
し
を
し
た

筆
者
は
、
学
内
で
目
立
っ
て
い
た
ら
し
い
。
赤
坂
見
付
を
歩
い
て
い
た
時
に
ス
カ

ウ
ト
に
声
を
掛
け
ら
れ
て
モ
デ
ル
を
や
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
言

わ
れ
る
ま
ま
に
作
り
笑
い
を
す
る
こ
と
に
空
し
く
な
っ
て
す
ぐ
や
め
た
。

そ
れ
を
踏
み
台
に
、
テ
レ
ビ
に
出
よ
う
と
か
俳
優
に
な
ろ
う
と
か
い
っ
た
気
は

全
く
起
さ
な
か
っ
た
。
人
生
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
歴
史
書
に
名
前
を
残
す
人
間

に
は
、
い
く
つ
か
の
型
が
あ
る
。

一
方
で
政
治
家
、
高
級
官
僚
、
財
界
の
有
力
者
と
い
っ
た
権
力
者
が
い
る
。
学

者
、
格
闘
家
や
、
名
俳
と
呼
ば
れ
る
俳
優
、
女
優
は
、
持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
を

最
大
限
に
生
か
し
て
名
を
知
ら
れ
た
人
び
と
だ
。
音
楽
家
、
小
説
家
、
画
家
、
ス

ポ
ー
ツ
の
名
選
手
な
ど
も
い
る
が
、
か
れ
ら
は
限
ら
れ
た
愛
好
家
だ
け
に
好
ま
れ

て
名
を
成
し
た
。

残
念
な
が
ら
時
代
の
流
れ
に
合
わ
ず
筆
者
は
歴
史
に
名
前
を
残
せ
る
ま
で
の
学

者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
誰
も
が
あ
る
種
の
瞳
れ
の
目
で
、
秀
で
た
学
者
、
格

闘
家
、
俳
優
、
女
優
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

自
己
の
利
益
を
求
め
て
、
政
治
家
な
ど
の
権
力
者
に
近
付
く
者
は
多
い
。
ま
た

日
本
の
大
部
分
の
人
は
、
好
み
の
音
楽
や
小
説
を
求
め
て
い
る
。
か
れ
ら
は
金
銭

や
一
時
の
楽
し
み
が
得
ら
れ
れ
ば
十
分
で
、
政
治
家
や
音
楽
家
の
人
間
性
な
ど
ど

う
で
も
よ
い
。
嫌
な
「
じ
じ
い
」
の
機
嫌
を
と
っ
て
出
世
し
た
い
と
考
え
る
者
が
、

大
多
数
で
あ
ろ
う
。
葛
飾
北
斎
や
十
返
舎
一
九
の
作
品
が
好
き
で
も
、
作
者
の
あ

ま
り
立
派
で
な
い
実
生
活
を
知
る
者
は
そ
う
多
く
あ
る
ま
い
。

こ
れ
に
対
し
て
私
生
活
が
だ
ら
し
な
い
学
者
、
格
闘
家
、
名
優
は
、
軽
蔑
さ
れ

て
徹
底
的
に
叩
か
れ
る
。
誰
も
が
心
の
奥
で
、
知
性
、
体
力
、
品
性
を
兼
ね
備
え

た
人
間
に
瞳
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

独
力
で
、
誰
に
も
出
来
な
い
研
究
成
果
を
作
り
上
げ
る
学
者
。
体
一
つ
で
戦
っ

て
、
誰
に
も
負
け
な
い
格
闘
家
。
与
え
ら
れ
た
役
に
な
り
切
っ
て
、
身
一
つ
で
多

く
の
人
を
涙
さ
せ
、
笑
わ
せ
、
感
激
さ
せ
る
名
俳
。
い
ず
れ
も
、
桁
外
れ
に
か
っ

こ
良
い
。
だ
か
ら
人
び
と
は
、

「
自
分
が
真
似
た
く
て
も
、
近
づ
け
な
い
世
界
に
い
る
者
は
自
分
を
は
る
か

に
超
え
る
、
完
璧
な
人
間
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ゆ
え
に
学
者
の
道
を
志
す
者
は
、
大
衆
に
つ

け
こ
ま
れ
る
隙
の
な
い
紳
士
た
ろ
う
と
す
る
。

筆
者
が
「
第
一
級
の
学
者
に
な
ろ
う
」
と
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ

か
け
を
つ
く
っ
た
、
一
冊
の
本
が
あ
る
。
京
都
大
学
に
入
っ
て
ま
も
な
い
、
将
来

の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
悩
ん
で
い
た
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
ま
た
ま
京
都
大
学

図
書

館
で

借
り
た
、
「
中

国
古

典
短

編
小
説

集
」
と
い
っ

た
題
の
古
い
本
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
話
を
見
付
け
た
。

「
教

養
の
あ
る
な
み
外
れ
て

美
し
い
良
家
の
お

嬢
さ
ん
が
、
見
合
い
で
名
家

の
若
殿
を
紹
介
さ
れ
た
。
相
手
が
美
男
子
だ
っ
た
の
で
嬉
し
く
な
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
若
殿
が
あ
る
時
の
宴
席
で
有
名
な
漢
詩
の
名
句
を
知
ら
な
い
た
め

に
恥
を
か
く
場
合
を
見
て
し
ま
っ
た
。

歴史哲学の現代的意味

40



盛
り
上
が
っ
て
い
た
恋
心
が
一
気
に
冷
め
た
お
嬢
さ
ん
は
、
次
の
句
を
結
び

に
し
た
一
篇
の
漢
詩
を
記
し
て
若
殿
に
別
れ
を
告
げ
た
。

『
見
掛
け
倒
し
の
妻
た
ち
よ
り
も
芸 げ
い妓 こ

（
芸
者
）
の
ほ
う
が
幸 し
あ福 わ
せだ
』」

親
か
ら
貰
っ
た
見
た
目
以
外
に
自
慢
で
き
る
も
の
の
な
い
、
見
掛
け
倒
し
の
つ

ま
ら
ぬ
男
に
は
絶
対
に
成
り
た
く
な
い
。
そ
れ
な
ら
何
を
な
す
べ
き
か
。
そ
の
時
に

「
筆
者
に
出
来
る
こ
と
と
は
、
好
き
な
学
問
の
道
で
尊
敬
さ
れ
る
人
間
に
な

る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」

と
考
え
た
。
何
か
思
い
煩
う
度
に
、
こ
の
中
国
の
古
典
を
思
い
出
し
た
。

四
十
歳
す
ぎ
て
三
十
冊
あ
ま
り
の
著
作
を
出
し
て
学
者
と
し
て
あ
る
程
度
の
自

信
を
持
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ふ
と
そ
の
「
中
国
古
典
短
編
小
説
集
」
を
読

み
返
し
た
く
な
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
探
し
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
賢
こ
い
お
嬢
さ
ん
と
哀
れ
な
若
殿
の
物
語
に
は
、
二
度
と
お
目
に

掛
か
れ
な
か
っ
た
。
愚
か
な
若
殿
で
あ
っ
て
も
、
金
の
力
に
も
の
を
い
わ
せ
て
そ

こ
そ
こ
の
妻
を
迎
え
ら
れ
た
と
思
い
た
い
。
一
度
失
恋
し
た
だ
け
の
こ
と
で
自
信

を
失
っ
て
、
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
気
の
毒
す
ぎ
る
。

頭
の
中
に
高
度
な
学
問
が
あ
っ
て
も
、
学
者
と
は
認
知
さ
れ
た
い
。
人
び
と
に

物
事
を
伝
え
る
発
信
力
が
学
者
に
は
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
若
い
頃
、

き
れ
い
な
文
章
、
正
確
な
日
本
語
、
ご
ま
か
し
の
な
い
表
現
力
を
求
め
て
、
優
れ

た
児
童
文
学
を
読
み
渉
っ
た
。

大
人
向
け
の
小
説
は
読
者
を
驚
ろ
か
せ
る
設
定
を
用
い
た
ご
ま
か
し
が
き
く
が
、

世
間
の
汚
い
部
分
を
知
ら
な
い
素
直
な
子
供
の
中
に
は
、
美
し
い
も
の
と
そ
う
で

な
い
も
の
と
を
見
分
け
る
直
観
が
あ
る
者
が
い
る
。

ど
う
と
で
も
と
れ
る
曖
昧
な
カ
タ
カ
ナ
語
を
多
用
し
た
り
、
思
い
つ
く
ま
ま
記

し
た
前
後
矛
盾
だ
ら
け
の
筋
の
通
ら
ぬ
著
作
を
読
む
と
寂
し
く
な
る
。
著
書
の
中

で
主
張
す
べ
き
主
題
と
、
緻
密
な
構
成
を
定
め
た
上
で
、
執
筆
に
取
り
か
か
る
の

が
望
ま
し
い
。

俳
優
が
使
う
「
役
が
降
り
て
来
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
ず
主
張
し
た
い

主
題
を
定
め
、
そ
れ
を
知
る
の
に
有
益
な
さ
ま
ざ
ま
な
参
考
文
献
、
資
料
を
き
っ

ち
り
読
み
込
む
。
そ
れ
を
頭
の
中
で
整
理
し
て
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
く
。
こ

の
営
み
を
進
め
る
う
ち
に
突
然
、
「
役
が
降
り
た
」
と
い
う
気
分
に
な
り
、
一
気

に
構
成
が
ま
と
ま
る
。

「
歴
史
書
は
、
芸
術
品
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
わ
か
り
に
く
い
書
物
を
書
く
の
は
、
簡
単
で
あ
る
。
読

者
の
立
場
に
た
っ
た
か
み
砕
い
た
説
明
を
し
て
い
く
の
に
、
多
く
の
気
遣
い
が
必

要
な
の
で
あ
る
。
文
科
系
の
良
書
と
は
、

「
読
み
や
す
い
が
、
中
味
の
濃
い
本
」

で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
れ
ま
で
記
し
た
手
法
に
た
っ
て
、
人
間
の
現
在
と
未
来
に

つ
い
て
記
そ
う
。

二
、
歴
史
の
発
展
と
人
間

私
た
ち
は
、
近
代
科
学
の
恩
恵
の
中
で
生
き
て
い
る
。
一
七
世
紀
末
の
ニ
ュ
ー

ト
ン
に
始
ま
る
近
代
科
学
は
、
人
間
の
生
活
を
急
速
に
豊
か
に
し
た
。
一
八
世
紀

末
に
イ
ギ
リ
ス
で
産
業
革
命
が
始
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
手
工
業
に
代
わ
っ
て
機
械

を
用
い
た
大
量
生
産
が
世
界
じ
ゅ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

二
〇
世
紀
は
じ
め
か
ら
農
業
の
機
械
化
が
進
み
化
学
肥
料
、
農
薬
が
普
及
し
、
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食
料
ま
で
量
産
化
さ
れ
た
。
「
食
べ
る
こ
と
で
精
一
杯
で
あ
っ
た
時
代
」
は
、
き

わ
め
て
長
か
っ
た
。
近
代
化
以
前
に
は
、
大
部
分
の
者
が
自
給
自
足
に
近
い
生
活

を
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
人
間
が
知
る
世
界
は
、
狭
か
っ
た
。
し
か
し
近
代
科
学
は
、

人
類
を
取
り
巻
く
環
境
を
一
変
さ
せ
た
。
今
で
は
金
銭
さ
え
用
意
す
れ
ば
、
世
界

じ
ゅ
う
の
珍
し
い
物
が
買
え
る
。
近
代
科
学
の
発
展
に
よ
る
資
本
主
義
の
盛
況
の

な
か
で
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学 （
８
）が
持
て
囃
さ
れ
た
。

そ
れ
は
消
費
が
ふ
え
れ
ば
、
好
況
に
な
り
人
び
と
が
豊
か
に
な
る
と
主
張
し
た

も
の
だ
。
し
か
し
経
済
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
知
ら
ぬ
間
に
「
人
間
が
小
さ
く

な
る
」
、
つ
ま
り
個
々
の
人
間
が
重
ん
じ
ら
れ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

人
び
と
が
助
け
合
っ
て
よ
う
や
く
食
料
を
確
保
し
て
い
た
時
代
に
は
、
同
じ
村

落
の
人
間
は
誰
も
が
か
け
が
え
の
な
い
仲
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
資
本
主
義
の
進

ん
だ
現
在
で
は
多
く
の
者
が
、
自
分
の
利
害
を
も
と
に
他
者
の
価
値
を
判
断
す
る
。

「
役
に
立
た
な
い
人
間
に
関
わ
っ
て
も
得
に
な
ら
な
い
」

と
考
え
る
の
だ
。
こ
う
い
っ
た
者
は
、
町
の
雑
踏
の
中
に
い
て
も
、
自
分
一
人
し

か
存
在
せ
ず
、
周
囲
の
人
間
が
芝
居
の
背
景
の
書
き
割
り
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま

う
の
で
あ
ろ
う
。

近
代
科
学
は
、
す
べ
て
の
自
然
現
象
を
数
式
を
用
い
て
説
明
づ
け
る
学
問
で
あ

る
。
そ
し
て
近
代
科
学
に
立
っ
た
機
械
工
業
の
発
展
の
中
で
、
経
済
面
の
事
象
を

数
式
で
考
え
る
経
済
学
が
発
生
し
た
。
そ
の
数
式
は
個
々
の
人
間
の
感
情
を
全
く

考
慮
せ
ず
、
す
べ
て
を
計
算
の
対
象
と
す
る
。

気
の
合
っ
た
取
引
先
と
の
楽
し
い
会
食
代
も
、
意
地
の
悪
い
相
手
と
の
食
事
代

も
、
同
じ
一
万
円
の
交
際
費
と
記
帳
さ
れ
る
の
だ
。

企
業
な
ど
の
組
織
の
指
導
者
が
、
そ
の
よ
う
な
手
法
に
の
め
り
込
む
と
、
こ
う

い
っ
た
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
。

「
給
料
の
五
倍
の
利
益
を
会
社
に
も
た
ら
さ
な
い
人
間
は
、
有
害
だ
」

「
計
算
上
利
益
に
な
ら
な
い
人
間
は
、
不
要
だ
か
ら
切
り
捨
て
よ
う
」

こ
う
い
っ
た
計
算
だ
け
で
物
事
を
考
え
る
人
間
の
多
い
社
会
は
、
恐
ろ
し
い
。

近
代
科
学
の
発
展
に
よ
っ
て
大
部
分
の
者
が
、
昔
よ
り
は
る
か
に
怠
惰
に
な
っ
て

き
た
。
機
械
が
、
多
く
の
こ
と
を
や
っ
て
く
れ
る
。
食
料
は
安
価
に
な
り
、
大
し

て
働
か
な
く
て
も
食
べ
て
い
け
る
。

本
を
読
ん
で
学
ば
な
く
て
も
、
パ
ソ
コ
ン
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
答
え
を

教
え
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
現
代
の
社
会
で
「
他
者
に
代
え
難
い
価
値
の
あ
る
人
間
」

に
な
る
の
は
難
し
い
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
ハ
イ
エ
ク （
９
）な
ど
が
唱
え
た
新
自
由
主
義
が
広
ま
っ
て

き
た
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
批
判
し
た
新
た
な
経
済
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
一
部
の
大
金
持
ち
だ
け
が
支
配
す
る
社
会
が
、
望
ま
し
い
」

と
と
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
だ
。

こ
う
い
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
近
代
科
学
が
切
り
捨
て
て
き
た
、
「
計
算
で

き
な
い
も
の
」
の
価
値
を
見
直
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

江
戸
時
代
以
前
の
日
本
に
広
ま
っ
て
い
た
陰
陽
五
行
説
に
た
つ
科
学
は
、
次
の

よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

「
一
人
一
人
の
人
間
が

異
な
る
個

性
を
持
ち
、
同
じ

鉄
や

木
材
で
あ
っ
て
も

一
つ
一
つ
の
素
材
は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
違
う
。
さ
ら
に
同
じ
人
間
、
同
じ
素

材
で
あ
っ
て
も
、
季
節
や
天
候
の
変
化
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
」
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そ
の
た
め
に
江
戸
時
代
の
職
人
は
、
一
つ
一
つ
の
素
材
を
見
究
め
、
そ
れ
が
も

つ
良
さ
を
最
大
限
に
引
き
出
す
よ
う
に
努
力
し
た
。

刀
鍛
冶
な
ら
経
験
を
も
と
に
焼
い
た
鉄
を
冷
や
す
水
の
温
度
を
季
節
毎
に
変
え

て
い
っ
た
。
味
噌
や
干
物
を
作
る
職
人
は
、
温
度
や
天
候
に
合
わ
せ
て
塩
加
減
を

調
節
し
た
。

こ
の
よ
う
な
丁
寧
な
手
作
り
の
職
人
芸
に
よ
る
商
品
は
、
機
械
作
り
の
も
の
に

な
い
感
動
を
与
え
て
く
れ
る
。
日
本
の
職
人
は
、
顔
も
知
ら
ぬ
消
費
者
に
感
動
を

与
え
よ
う
と
し
て
、
よ
り
良
い
「
も
の
づ
く
り
」
に
努
力
し
て
き
た
。

素
朴
な
感
動
が
、
人
間
の
心
を
優
し
く
強
く
す
る
。

「
海
を
美
し
い
、
花
を
可
愛
ら
し
い
、
旨
い
物
を
食
べ
る
と
嬉
し
い
。
優
れ

た
絵
画
や
音
楽
を
知
っ
て
喜
び
、
好
き
な
服
を
見
付
け
て
手
に
入
れ
て
着
て

感
激
す
る
」

こ
れ
が
出
来
る
者
は
、
他
者
に
も
感
激
を
与
え
る
人
間
に
な
り
た
い
と
考
え
る
。

そ
し
て
精
進
努
力
し
て
、
強
い
心
の
持
ち
主
に
な
っ
て
い
く
。

「
僕
が
握
っ
た
寿
司
を
食
べ
て
く
れ
た
、
お
客
さ
ん
の
笑
顔
が
最
大
の
励
み

に
な
り
ま
す
」

と
い
う
寿
司
職
人
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
損
得
計
算
抜
き
で
、
自
然
な

形
で
こ
う
言
え
る
人
び
と
は
素
晴
ら
し
い
。

心
掛
け
し
だ
い
で
、
人
間
は
無
限
の
可
能
性
を
持
つ
。
日
本
に
は
古
く
か
ら

「
弱
者
を
守
り
、
み
ん
な
で
幸
福
に
な
ろ
う
」
と
す
る
文
化
が
あ
っ
た
。「
弱
き
を

助
け
強
き
を
挫
く
」、
武
士
道
の
道
徳
が
行
な
わ
れ
た
国
で
あ
っ
た
の
だ
。

江
戸
時
代
末
ま
で
の
日
本
人
は
、
誰
も
が
「
身
の
丈
に
あ
っ
た
粋
」
を
実
行
し

て
き
た
。
大
き
な
慈
善
事
業
は
行
な
わ
な
く
て
も
、
困
っ
て
い
る
知
人
の
相
談
に

乗
っ
た
り
、
災
害
の
被
災
者
の
た
め
に
少
額
の
寄
附
金
を
集
め
た
り
し
た
。

日
本
人
は
、
本
来
は
争
い
を
好
ま
な
い
平
和
を
愛
す
る
民
族
で
あ
る
。
戦
争
放

棄
を
唱
え
る
「
憲
法
第
九
条
」
は
、
日
本
の
誇
り
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
っ
て
も
人
間
の
心
は
弱
く
、
何
か
の
弾
み
に
本
来
の
志
と
正
反
対
の

行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
知
り
尽
く
し
た
野
心
家
が
、

「
敵
を
作
り
上
げ
て
人
び
と
を
団
結
さ
せ
て
災
厄
を
持
た
ら
す
」

事
態
が
何
度
も
あ
っ
た
。
群
衆
心
理
が
働
き
は
じ
め
る
と
、
良
心
的
な
、
少
数
意

見
は
封
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
弾
圧
は
、
も
っ
と
も
わ
か
り
や

す
い
例
で
あ
る
。
現
代
で
も
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
、

「
特
定
の
国
家
、
民
族
、
宗
教
、
集
団
は
人
類
の
敵
だ
」

と
主

張
す
る
者
が
い
る
。
し
か
し
、
「

鬼
畜

米
英
」
な

ど
と

演
説
す
る
者
を
、
日

本
か
ら
二
度
と
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
敵
を
作
る
」

論
理
は
、
何
で
も
「
善
か

悪
か
」
の
一

元
論
に
も
っ
て
い
く
。

そ
し
て
人
び
と
を
煽
動
す
る
野
心
家
は
必
ず
、

「
金

貸
し
を
し
て

庶
民
を

苦
し
め
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
な
く
な
れ

ば
、

ド
イ

ツ

は
幸
福
に
な
る
」

と
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
と
主
張
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
『
我
が
闘
争
』
と
同
じ
論
理
を
用
い
る
。

「
こ
の
よ
う
な
計
算
に
な
る
か
ら
、

悪
人

ど
も
を

排
除
す
れ

ば
あ
な
た

方
の

得
に
な
る
」

と
説
く
の
で
あ
る
。
近
衛
文
磨
な
ど
の

太
平
洋
戦
争
直
前
の
日
本
の
指
導
者
た
ち

は
、
こ
う
言
っ
た
。

「
ア

メ
リ

カ
、

イ
ギ

リ
ス
、

オ
ラ

ン
ダ

等
の

植
民

地
を

奪
っ
て
大

東
亜

共
栄

圏
を
作
れ
ば
、
日
本
人
は
す
べ
て
豊
か
で
幸
福
に
な
る
」
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冷
静
に
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
ま
や
か
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他

国
の
人
び
と
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
損
得
計
算
よ
り
も
、

他
者
の
生
命
、
財
産
、
自
主
性
が
重
い
は
ず
で
あ
る
。

「
数
式
で
物
事
を
考
え
る
者
に
、
人
び
と
は
救
え
な
い
」

だ
か
ら
私
た
ち
は
、
人
間
愛
を
最
も
重
ん
じ
る
立
場
の
者
を
日
本
の
指
導
者
と

す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
近
代
科
学
が
広
ま
る
と
、
計
算
で
物
事
を
判
断
す
る
場
面
が
ふ
え
て
く

る
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
知
恵
を
模
索
し
続
け

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

む
す

び

歴
史
書
と
小
説
と
は
、
異
な
る
。
小
説
は
一
時
の
楽
し
み
の
た
め
の
面
白
い
物

語
で
あ
る
が
、
歴
史
書
は
「
過
去
の
興
味
深
い
出
来
事
」
と
し
て
済
ま
せ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。

よ
り
良
い
人
生
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
歴
史
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
過
去
の

人
間
の
営
み
を
知
る
中
か
ら
、
人
間
と
は
何
か
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
そ
れ
よ

り
一
歩
踏
み
込
む
と
、
科
学
、
技
術
の
発
展
が
一
つ
の
時
代
の
政
治
、
社
会
、
経

済
、
文
化
を
作
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

そ
う
な
る
と
、

「
私
た
ち
は
、
現
代
の
科
学
、
技
術
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
べ
き
か
」

を
考
え
た
く
な
る
。
本
稿
で
は
歴
史
を
見
る
中
か
ら
、

「
す
べ
て
の
人
間
が
粋
に
な
れ
ば
、
日
本
社
会
は
良
く
な
る
」

「
物
事
を
計
算
だ
け
で
判
断
し
な
い
人
情
の
わ
か
る
国
の
指
導
者
を
選
ぶ
べ

き
だ
」

と
説
い
て
き
た
。

歴
史
哲
学
と
い
う
学
問
は
過
去
の
人
間
の
歩
み
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

の
よ
り
良
い
生
き
方
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
触
れ
る
こ
と
は
、
一
人
一
人

の
人
間
が
自
ら
を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
学
び
始
め
る
こ
と
に
繋
が
る
も

の
で
あ
る
。
本
稿
を
読
ま
れ
た
方
々
が
、
自
ら
書
物
を
読
み
、
自
ら
考
え
て
最
善

の
答
え
を
見
附
け
る
こ
と
を
願
っ
て
本
稿
を
終
わ
り
に
す
る
。

�

（

1）
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ル
エ
）『
歴
史
哲
学
』（
安
斎
和
雄
訳
、
法
政

大
学
出
版
局
刊
、
一
九
八
九
年
）

（

2）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
原
』
（
戸
原
市

郎
訳
、
岩
波
書
店
刊
、
一
九
六
五
年
）
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
（
大
塚
久
雄
訳
、
岩
波
書
店
刊
、
一
九

八
九
年
）、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
『
歴
史
の
研
究
』（
長
谷
川
松
浩
訳
、
社
会

思
想
社
刊
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
。

（

3）
武
光
誠
『
一
冊
で
つ
か
む
日
本
史
』（

平
凡
社
刊
、
二
〇
〇
六
年
）

（

4）
武
光
誠
『
も
の
づ
く
り
の
歴
史
に
み
る
日
本
の

底
力
』
（
小
学

館
刊
、

二
〇
一
一

年
）

（

5）
武
光
誠
『
神
道

日
本
が
誇
る
「
仕
組
み
」』（

朝
日
新
聞
社
刊
、
二
〇
一
四
年
）

（
6）（

7）
武
光
誠
『
日
本
人
な
ら
知
っ
て
お
き
た
い
！
所
作
の
「
型
」』（

青
春
出
版
社

刊
、
二
〇
一
四
年
）

（

8）
ジ

ョ
ン
・

ケ
イ
ン
ズ
『

貨
幣

論
』
（
小

泉
明
・
長
谷
川

惟
基
訳
、

東
洋
経
済

新
報

社
刊
、
一
七
九
七
年
）
な
ど
。

（

9）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ハ
イ
エ
ク
『

新
自

由
主
義
と
は
何
か
』
（

西
山

千
明
訳
、

東
京

新
聞
出
版
局
刊
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
。
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