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網
谷
壮
介
・
上
村　

剛

好
む
と
好
む
ま
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
過
去
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
自
己
紹
介
が
そ
う
で
あ
る
。
自
分
の

過
去
の
話
を
始
め
る
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
た
ど
っ
て
き
た
か
。
人
は
自
分
の
存
在
を
確
認
し
他
者
に
知
ら
せ
る

た
め
に
、
過
去
の
自
分
と
い
う
歴
史
に
つ
い
て
語
る
。
私
た
ち
が
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
に
い
く
の
か
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
多
く
の

人
が
歴
史
に
関
心
を
寄
せ
る
。
贔
屓
球
団
の
来
歴
の
よ
う
な
趣
味
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
で
さ
え
、
私
た
ち
の
会
話
に
は
欠
か
せ
な
い
。

と
り
わ
け
多
く
の
人
が
熱
量
を
持
っ
て
語
る
の
は
国
家
の
歴
史
で
あ
る
。
日
本
の
戦
前
・
戦
中
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
日
本
人
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
に
、
議
論
は
過
熱
す
る
。
外
国
の
文
化
、
制
度
、
人
と
な
り
な
ど
、
他
者

を
理
解
す
る
と
き
に
も
、
歴
史
を
知
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
。
歴
史
は
不
正
な
戦
争
の
大
義
名
分
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ロ
シ
ア

が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
を
正
当
化
す
る
と
き
、
そ
こ
が
か
つ
て
ロ
シ
ア
で
あ
っ
た
と
い
う
過
去
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
人
間
存
在
は
「
い
ま
・
こ
こ
」
だ
け
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、「
か
つ
て
・
ど
こ
か
」
の
存
在
の
集
積
で
あ
る
。

本
書
は
歴
史
を
書
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
歴
史
叙
述
の
歴
史
（history 

of 
historiography

）
を
探
求
す
る
一
冊
で
あ
る
。
特
に
初
期
近

代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
思
想
家
が
歴
史
を
書
く
こ
と
で
何
を
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
過
去
の
歴
史
叙
述
を
現
在
の
思
想

史
家
が
ど
の
よ
う
に
研
究
し
て
い
る
の
か
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
歴
史
」
は
現
在
、
日
本
語
で
も
西
欧
語
で
も
、
大
雑
把
に
言
っ
て
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
過
去
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の
事
象
や
出
来
事
、
と
り
わ
け
、
か
つ
て
な
さ
れ
た
人
間
の
行
為
や
決
定
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
社
会
的
・
政
治
的
・
文
化
的
な

制
度
や
慣
習
を
意
味
す
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
過
去
の
人
間
行
為
の
、
ま
た
そ
の
背
景
に
あ
る
諸
制
度
の
記
録
・
記
憶
を
も
意
味
す
る
。

そ
の
媒
体
と
し
て
、
西
欧
や
中
国
、
日
本
な
ど
の
多
く
の
社
会
で
は
「
書
く
こ
と
」
が
選
択
さ
れ
て
き
た
が
、
口
頭
で
の
語
り
継
ぎ
の
み

を
行
な
っ
て
き
た
社
会
も
あ
る
。

本
書
が
歴
史
叙
述
と
い
う
と
き
に
は
第
二
の
意
味
で
の
歴
史
を
書
く
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
歴
史
叙
述
の
研
究
で
は
そ
の
叙
述
、

「
書
く
こ
と
」
に
力
点
が
置
か
れ
る
。
歴
史
叙
述
研
究
で
は
、
し
ば
し
ば
「
語
る
（narrate

）」、「
語
り
（narrative

）」
と
い
う
語
も
用

い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
口
頭
の
発
話
で
は
な
く
、
実
質
的
に
は
「
書
く
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。

な
ぜ
過
去
の
歴
史
叙
述
を
研
究
す
る
の
か
。
最
先
端
で
あ
る
は
ず
の
現
在
の
歴
史
学
の
成
果
を
読
め
ば
、
過
去
の
歴
史
叙
述
な
ど
見
る

必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
過
去
を
書
く
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
歴
史
の
な
か
で
一
様
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
や

機
能
、
目
的
、
書
き
方
は
変
動
し
て
き
た
。
歴
史
が
「
学
」
と
な
っ
た
の
も
長
期
的
に
見
れ
ば
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
、
特
に

本
書
第
Ⅱ
部
が
扱
う
西
欧
初
期
近
代
に
お
い
て
は
、
過
去
、
た
と
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
帝
国
崩

壊
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
書
く
こ
と
が
、
同
時
代
の

0

0

0

0

政
治
・
社
会
に
つ
い
て
議
論
す
る
ひ
と
つ
の
確
た
る
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
過
去
の
歴
史
叙
述
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
政
治
・
社
会
思
想
を
知
る
た
め
の
有
力
な
経
路
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

歴
史
叙
述
の
研
究
は
日
本
で
は
史
学
史
と
呼
ば
れ
、
歴
史
学
の
一
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
（
大
学
で
は
し
ば
し
ば
史
学
概
論
と
い
う

講
義
が
そ
れ
を
担
う
）。
多
く
の
場
合
そ
こ
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
か
ら
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
そ

の
礎
が
築
か
れ
た
と
さ
れ
る
近
代
歴
史
学
の
成
立
ま
で
の
進
歩
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
に
至
っ
て
は
じ
め
て
歴
史
は
学
問
、
す

な
わ
ち
科
学
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
以
前
の
歴
史
叙
述
に
は
欠
落
し
て
い
た
客
観
性
と
実
証
性
を
自
然
科
学
と
同
様
に
重

視
す
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。「
そ
れ
が
実
際
に
ど
う
あ
っ
た
か
（w

ie es eigentlich gew
esen

）」
の
み
を
語
る
こ
と
、
こ
れ
が
近
代
歴
史

学
の
祖
と
さ
れ
る
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
（Leopold von Ranke, 1795-1886
）
の
望
み
だ
っ
た
。
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こ
う
し
た
従
来
の
歴
史
叙
述
の
研
究
（
史
学
史
）
が
着
目
し
て
き
た
の
は
、
過
去
を
知
る
こ
と
の
方
法
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
近
代
歴
史

学
成
立
以
前
の
歴
史
叙
述
が
扱
わ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
客
観
的
か
、
実
証
的
か
と
い
う
基
準
に
即
し
て
評
価
さ
れ
序
列
化

さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
叙
述
に
は
神
話
が
混
じ
っ
て
い
る
が
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦

争
で
実
際
に
起
き
た
事
柄
の
み
を
客
観
的
に
伝
え
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
。
私
た
ち
は
現
在
、
大
学
と
い
う
制
度
に
お
い
て
独
立

し
た
歴
史
学
科
や
歴
史
学
部
が
存
在
す
る
世
界
に
生
き
て
お
り
（
一
九
世
紀
以
降
に
な
ら
な
い
と
こ
れ
ら
は
存
在
し
な
い
）、
科
学
と
し
て
の

歴
史
学
の
方
法
が
ど
の
よ
う
に
洗
練
さ
れ
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
制
度
の
な
か
で
将
来
の
歴
史
学
者
を
訓
練
す
る
た
め
に
は

必
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
歴
史
は
何
も
歴
史
学
者
の
み
が
書
く
も
の
で
も
関
心
を
持
つ
も
の
で
も
な
い
。
む
し

ろ
、
歴
史
が
科
学
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
り
、
歴
史
学
者
と
い
う
専
門
家
が
登
場
す
る
以
前
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
も
、
人
び
と
は
歴

史
を
書
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
ま
ず
は
こ
の
事
実
に
純
粋
に
驚
き
を
感
じ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
社
会

が
事
績
や
出
来
事
を
書
き
残
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
で
何
が
起
き
た
の
か
。
歴
史
学
と
い
う
学
問
を
自
明
視
し
す
ぎ
て
い
る
と
、
こ
の
よ

う
な
疑
問
さ
え
私
た
ち
か
ら
は
遠
の
い
て
し
ま
う
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
歴
史
を
書
く
こ
と
を
通
じ
て
政
治
・
社
会
制
度
に
つ
い
て
論
争

が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
血
が
流
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
戦
は
、
一
一
世
紀
の
ノ
ル
マ
ン
人
の

征
服
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
を
極
め
て
重
要
な
争
点
と
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
明
治
末
の
日
本
で
も
、
建
武
三
年
以
降
の
皇
統
分
裂
を
ど

の
よ
う
に
書
く
か
が
政
治
的
な
論
争
と
な
っ
た
（
南
北
朝
正
閏
論
）。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
そ
の
社
会
が
歴
史
を
書
く
よ

う
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
。
で
は
、
歴
史
を
書
く
こ
と
が
政
治
・
社
会
に
つ
い
て
議
論
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
被
り
、
そ
こ
で
書
か
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
と
言
え
る
の
か
。

こ
う
し
た
問
い
に
こ
そ
、
従
来
の
史
学
史
と
は
異
な
る
歴
史
叙
述
研
究
の
始
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
学
を
学
た
ら
し
め
る
方
法

と
は
何
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
意
識
化
さ
れ
洗
練
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
い
の
代
わ
り
に
、
過
去
の
何
が
記
憶
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
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し
て
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
で
何
が
意
図
さ
れ
、
何
が
社
会
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
（H

ayden W
hite, 1928-2018

）
の
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
一
九
七
三
）
は
歴
史
叙
述
の
叙
述
に

焦
点
を
当
て
て
、
過
去
が
ど
ん
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
（
語
り
口
）
で
書
か
れ
た
の
か
を
導
き
の
問
い
と
し
た
。
歴
史
を
書
く
者
は
過
去
の
何
を

書
く
か
（
書
か
な
い
か
）
の
選
択
に
迫
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
歴
史
を
書
く
こ
と
で
何
を
も
た
ら
し
た
い
の
か
に
応
じ
て
、
ど
ん
な
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
相
当
程
度
規
定
さ
れ
る
。
歴
史
叙
述
の
内
容
は
形
式
か
ら
独
立
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
形
式
と
内
容

は
相
互
に
規
定
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。

過
去
の
何
を
ど
ん
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
何
の
た
め
に
書
く
の
か
―
―
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
対
立
が
発
生
す
る
の
は
こ
こ
で
あ
る
。

他
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
も
あ
り
え
た
と
い
う
可
能
性
が
論
争
可
能
性
と
結
び
つ
く
。
こ
う
し
た
局
面
を
、
歴
史
叙
述
の
歴
史
研
究
の
な
か
で
探

求
し
て
き
た
の
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
歴
史
家
ジ
ョ
ン
・
G
・
A
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
（John G. A

. Pocock, 1924-

）
で
あ
り
、

彼
の
「
過
去
の
研
究
の
諸
起
源
」
論
文
（Pocock, 1962/2009

）
が
そ
の
嚆
矢
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
最
初
の
単
著
『
古
来
の
国
制

と
封
建
法
』（
一
九
五
七
）
を
支
え
る
問
題
意
識
が
深
く
議
論
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
歴
史
叙
述
の
歴
史
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
（
当
然
そ
れ
は
西
欧
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
）
に
お
い
て
過
去
へ
の
意

識
が
生
み
出
し
た
諸
問
題
と
、
そ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
試
み
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る
の
は
現
在
を
生
き
る
人
び
と

が
過
去
に
対
し
て
持
つ
意
識
、
す
な
わ
ち
過
去
と
現
在
と
の
関
係
へ
の
意
識
で
あ
る
。
上
述
し
た
ノ
ル
マ
ン
人
の
征
服
に
つ
い
て
の
意
識

が
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
う
捉
え
る
こ
と
で
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
歴
史
叙
述
の
持

つ
政
治
思
想
と
し
て
の
意
義
を
鮮
明
に
し
た
。
歴
史
叙
述
を
政
治
思
想
の
一
形
態
と
み
な
す
こ
と
は
彼
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
で
あ
り
、

共
和
主
義
と
い
っ
た
テ
ー
マ
よ
り
も
一
層
重
要
な
問
題
系
で
あ
る
と
理
解
す
る
研
究
も
有
力
で
あ
る
（
犬
塚 2017

）。
実
際
、
よ
り
最
近

の
論
文
（Pocock 2011

）
で
も
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
歴
史
叙
述
を
政
治
思
想
の
一
形
態
と
見
る
と
い
う
理
解
を
引
き
つ
づ
き
示
し
て
い
る
。
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ポ
ー
コ
ッ
ク
自
身
は
ア
ル
ナ
ル
ド
・
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
、
ド
ナ
ル
ド
・
ケ
リ
ー
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
グ
ラ
フ
ト
ン
と
い
っ
た
研
究
者
た
ち
に

言
及
し
て
お
り
、
修
辞
学
や
弁
論
家
、
哲
学
者
と
歴
史
叙
述
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
検
討
し
て
き
た
。
さ
ら
に
は
ポ
ー
コ
ッ
ク
以
降
の
世
代

で
も
初
期
近
代
の
歴
史
叙
述
研
究
と
し
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
い
う
視
角
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ギ
ボ
ン
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、

ラ
ム
ゼ
イ
を
論
じ
た
カ
レ
ン
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
（O

’Brien 1997

）
や
新
古
典
主
義
と
い
う
名
称
で
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
復

権
を
描
い
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヒ
ッ
ク
ス
（H

icks 1996

）、
ま
た
小
説
と
は
異
な
っ
た
歴
史
叙
述
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
を
一
八
世
紀
の

ブ
リ
テ
ン
社
会
、
読
者
と
の
関
係
で
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
マ
ー
ク
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（Phillips 2000

）
の
研
究
が
新
た
な
知
見
を
加

え
る
な
ど
、
広
が
り
を
見
せ
て
き
た
。
そ
れ
以
降
の
研
究
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
に
お
け
る
古
典
と
政
治
思
想
と
の
関
係
や
、

歴
史
家
と
は
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
思
想
家
の
歴
史
叙
述
を
よ
り
精
密
に
描
く
も
の
（
例
と
し
てN

elson 2004; Fasolt 2004; Sato 

2018

）
が
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
の
書
き
手
だ
け
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
文
化
史
的
に
読
者
や
公
共
文
化
と
の
関
係
に
も
目
配
り
し
、

過
去
に
つ
い
て
の
解
釈
を
同
時
代
の
政
治
・
社
会
思
想
に
つ
な
げ
る
研
究
も
出
て
き
た
（T

ow
sey 2014

）。

実
証
主
義
史
学
を
生
ん
だ
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
も
、
一
八
世
紀
を
非
歴
史
的
な
合
理
主
義
の
時
代
と
す
る
理
解
を
退
け
て
、
特
に
ゲ

ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
周
辺
の
知
識
人
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
叙
述
が
花
開
い
た
こ
と
に
正
当
な
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た

（H
am

m
erstein 1972; Bödeker et al. 1986; M

uhlack 1991; M
arino 1995

）。
そ
こ
で
は
、
一
八
世
紀
の
歴
史
叙
述
に
一
九
世
紀
の
歴
史

主
義
と
連
続
す
る
要
素
が
い
か
に
見
出
さ
れ
る
か
と
い
う
点
の
み
な
ら
ず
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
公
法
学
と
帝
国
史
の
歴
史
叙
述
の
な
か

で
帝
国
と
領
邦
の
関
係
が
ど
う
理
解
さ
れ
た
の
か
と
か
、
一
八
世
紀
末
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
的
・
社
会
的
大
変
動
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
革

命
が
同
時
代
史
と
し
て
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
、
そ
の
叙
述
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
構
想
を
含
む
も
の
か
（D

’A
prile 2013; 

熊
谷 2015

）

と
い
っ
た
点
に
も
研
究
が
及
ん
で
い
る
。
他
方
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
（Reinhart K

oselleck, 1923-2006

）
の
よ
う
に
社
会

史
の
観
点
か
ら
歴
史
叙
述
に
現
れ
る
「
歴
史
」
概
念
に
着
目
し
、
初
期
近
代
に
お
い
て
人
び
と
の
時
間
意
識
に
根
本
的
な
変
化
が
生
じ
た

と
主
張
す
る
研
究
も
現
れ
た
（K

oselleck 1989

）。
近
年
で
は
そ
の
変
化
は
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
想
定
し
た
一
八
世
紀
末
よ
り
も
早
め
ら
れ
る
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� は�じ�め�に

傾
向
に
あ
る
が
（Landw

ehr 2014

）、
歴
史
叙
述
は
政
治
思
想
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
時
間
意
識
が
析
出
さ
れ
る
媒
体

と
し
て
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
ク
ラ
ー
ク 2021

）。

こ
う
し
た
新
た
な
研
究
潮
流
を
汲
み
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一
三
年
に
は
相
次
い
で
歴
史
哲
学
と
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
ワ
イ
リ
ー
・
ブ

ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
と
ブ
リ
ル
か
ら
入
門
書
（T

ucker （ed.

） 2008; Bourgault and Sparling （ed.

） 2013

）
も
登
場
し
、
歴
史
叙
述
の
歴
史

は
思
想
史
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
。
本
書
も
当
然
、
こ
の
よ
う
な
研
究
潮
流
に
棹
差
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
書
は
二
部
構
成
を
と
る
。
第
Ｉ
部
「
二
〇
世
紀
の
思
想
史
家
の
方
法
」
で
は
、
歴
史
叙
述
の
「
語

り
」
と
時
間
意
識
を
め
ぐ
る
問
題
系
を
論
じ
た
小
谷
論
文
を
総
論
と
し
て
、
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想
を
開
拓
し
た
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
そ
の
知

的
連
関
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
ス
キ
ナ
ー
、
ア
ー
レ
ン
ト
な
ど
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

続
く
第
Ⅱ
部
「
初
期
近
代
の
歴
史
叙
述
の
諸
相
」
で
は
、
初
期
近
代
の
思
想
史
研
究
者
が
、
各
専
門
対
象
（
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ラ
イ
ス

ケ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル
ソ
ー
、
ユ
ス
テ
ィ
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
）
の
個
別
具
体
的
な
歴
史
叙
述
を
扱
っ
て
い
る
。

初
期
近
代
の
歴
史
叙
述
と
い
え
ば
、
す
べ
て
を
人
類
の
進
歩
に
落
と
し
込
む
歴
史
哲
学
の
イ
メ
ー
ジ
が
依
然
と
し
て
強
い
（
ヴ
ォ
ル
テ

ー
ル
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
コ
ン
ド
ル
セ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
）。
だ
が
、
初
期
近
代
に
お
い
て
は
古
代
と
近
代
の
関
係
性
の
理
解
が
多
様
化
し
、

古
代
世
界
の
特
殊
な
社
会
・
政
治
制
度
の
分
析
を
通
じ
て
同
時
代
の
特
殊
な
社
会
・
政
治
制
度
の
批
評
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
も
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
歴
史
と
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
の
歴
史
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
歴

史
と
を
ど
う
接
合
あ
る
い
は
切
断
す
る
こ
と
が
可
能
か
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
百
出
し
て
き
た
。
同
時
に
初
期
近
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の

他
者
の
歴
史
と
遭
遇
す
る
時
代
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
ペ
ル
シ
ア
人
の
手
紙
』（
一
七
二
一
）
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
自
己
理
解
の
批
判
的
な
見
直
し
を
も
意
味
し
た
。
本
書
は
こ
れ
ら
に
注
目
し
、
ブ
リ
テ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
個

別
の
政
治
的
実
践
の
場
に
お
い
て
描
か
れ
た
歴
史
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
の
歴
史
学
の
実
証
主
義
的
な
態
度
が
定
ま
る
以

前
の
、
多
様
な
歴
史
の
語
り
方
が
広
が
っ
て
い
る
。
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