
θ

　

言
語
學
者
で
史
學
者
で
は
な
か
っ
た
博
士
の
事
と
て
、
已
む
を
得
な
い
事

■
＊
　
　
　
■
で
あ
ら
５
．

　
　
　
　

そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
、
服
部
氏
の
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
故
博

　
　
　

士
が
本
書
の
録
譚
を
行
は
れ
た
の
は
大
正
年
代
と
の
事
で
あ
る
が
、
大
正

　
　
　

年
代
な
ら
ば
ヽ
本
書
腱
日
本
内
地
に
将
来
さ
れ
て
聞
も
な
い
頃
と
思
は
れ

　
　
　

る
。
そ
の
頃
か
ら
本
書
に
着
眼
さ
れ
た
慧
眼
に
敬
服
す
る
と
共
に
、
恩
師

　
　
　

の
善
業
を
船
い
で
、
蒙
古
語
學
界
に
活
躍
せ
ら
れ
る
服
部
四
郎
氏
の
御
自

　
　
　

重
を
断
り
っ
ｘ
筆
を
掴
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
山

　

本

　
　
　

守
）

支
那
の
家
族
制

　
　
　

昭
和
十
五
年
五
月
二
十
八
日

諸
橋

　

轍
次
著

大
修
暗
殺
行

　

人
類
Ｑ
ｍ
＆
i
｡
は
、
生
き
た
人
間
の
廿
會
的
活
動
が
な
け
れ
ば
、
有
り
得

な
い
以
上
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
ｉ
、
生
み
生
ま
れ
る
こ
と
ｋ
は
、
そ
の

峡
く
べ
か
ら
ざ
る
條
件
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
活
資
料
の
生
産
と
子
孫
の

繁
殖
と
は
。
生
産
の
腹
式
及
び
家
族
の
形
態
と
し
ｔ
、
此
會
の
運
行
に
重

要
な
開
係
を
亀
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
で
も
あ
ら
う
か
、
経
済
的
方
面
の

研
究
と
共
に
、
家
族
制
度
の
究
明
は
、
支
那
の
趾
會
を
理
解
す
る
た
め
の

重
大
な
要
因
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
来
た
ｏ
今
こ
χ

に
支
那
の
家
族
制
度
の
腹
威
的
研
究
者
た
る
諸
橋
博
士
の
「
支
那
の
家
族

制
」
が
印
行
さ
れ
た
こ
と
は
ヽ
上
述
の
意
味
に
於
て
甚
だ
有
意
萎
な
こ
と

で
あ
芯
。

　

博
士
は
、
本
書
を
、
そ
の
小
引
に
於
て
、
「
大
膿
大
學
に
於
て
講
義
し

た
草
案
を
整
理
し
た
も
の
で
」
、
「
一
般
讃
者
の
便
宜
」
の
た
め
に
、
引
用

文
の
如
渚
も
平
易
を
菅
と
し
た
「
解
説
」
書
で
あ
る
と
謂
は
れ
る
。
即
ち

終
極
は
≒
１
　
制
の
原
意
を
捉
へ
」
て
、
自
己
の
瞬
を
立
て
る
べ
き
で
は
あ

　
　
　

い
″
・

　
　
　
　
　
　
　

”

る
が
、
そ
れ
に
は
べ
解
裸
の
受
遷
」
と
「
學
匿
の
相
違
」
と
を
知
る
に
非

ざ
れ
ば
｛
古
確
｝
を
知
る
こ
と
が
出
来
ぬ
か
ら
、
「
先
決
要
件
と
し
て
先
づ

解
説
」
を
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
解
説
書
で
あ
る
か
ら
地
味
で
、
確
書
綱
目
と
か
、
確
書
通
故
と

か
、
及
び
そ
の
他
の
確
書
政
書
と
概
ね
方
法
を
同
じ
う
し
、
加
藤
常
賢
博

士
の
「
支
那
古
代
家
制
度
研
究
」
の
如
き
華
や
か
さ
が
無
い
と
こ
ろ
か

ら
、
つ
ま
ら
ぬ
や
う
に
言
ふ
人
も
あ
る
や
う
で
あ
る
。
然
し
私
は
こ
の
書

物
に
重
大
な
意
義
を
認
め
た
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
博
士
が
小
引
で

述
べ
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
か
う
で
あ
る
。
此
の
書
物
で
述

べ
ら
れ
た
や
う
な
確
制
が
果
し
て
事
賓
行
は
れ
た
か
ど
う
か
は
大
き
な
疑

問
で
あ
ら
今
。
が
、
た
と
ひ
事
官
は
非
常
に
相
違
し
て
ゐ
た
に
せ
よ
、
又

磋
制
に
定
説
を
鋏
く
に
せ
よ
、
定
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
確
制
は
支
那
人
の

理
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
の
諸
方
面
。
の
理
想
と
も
結
合
し
て
、
常
に
現
官

に
對
し
て
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ｘ
に
確

制
そ
の
も
の
ｉ
研
究
の
意
義
も
あ
る
と
思
ふ
。

　

さ
て
此
の
書
物
は
家
旅
制
に
必
要
な
事
項
、
帥
ち
婚
姻
・
喪
葬
・
祭
祀
・

宗
廟
・
名
字
譚
謐
・
親
馬
Ｊ
姓
氏
の
七
篇
に
於
て
、
詳
細
に
繩
制
に
開
す
る

學
匿
の
相
違
之
解
鐸
の
腱
逡
と
が
述
べ
ら
れ
、
自
己
の
見
解
が
輿
へ
ら
れ

て
あ
る
か
ら
、
最
後
に
附
け
て
あ
る
索
引
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、
右
の
事

項
に
開
す
る
殆
ど
總
べ
て
の
事
柄
は
容
易
に
知
り
得
、
家
族
制
度
に
緊
す

る
一
種
の
齢
典
の
如
き
役
目
を
も
果
し
、
家
族
制
度
研
究
に
は
是
非
一
部

備
へ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

’
た
ゞ
少
し
ぽ
か
り
あ
つ
か
ま
し
い
批
評
を
述
べ
さ
せ
て
戴
く
な
ら
ば
、

如
何
に
解
説
を
主
と
し
て
も
、
や
は
り
何
ら
か
の
結
論
が
輿
へ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
以
上
、
純
無
學
的
立
場
に
立
て
ば
、
そ
こ
ヽ
に
越
え
難
い
限
界
が
出

-
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如

来
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
支
那
思
想
上
重
要
な
尤
の
の
一
つ
で
あ
＆
「
天
」

の
祭
を
例
に
取
ら
５
．
天
の
祭
は
帝
の
祭
及
ひ
締
の
祭
と
開
聯
し
て
を

り
、
帝
ど
は
本
来
始
駆
又
は
遠
駆
を
現
す
言
葉
で
、
ご
の
帝
が
四
天
上
に
在

る
と
す
る
思
想
か
ら
、
祠
先
崇
郷
が
天
紳
崇
興
と
な
り
、
後
に
は
抽
象
的

な
天
を
祭
る
園
丘
祀
天
に
ま
で
翌
展
し
た
‥
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来

ぬ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
島
教
授
の
「
分
野
読
と
古
代
支
那
人
の
信
仰
」

　

（
東
方
學
報
京
都
第
六
冊
九
ト
十
五
頁
）
參
照
。
又
。
「
天
」
に
對
す
る

　

「
地
」
の
祭
を
見
よ
う
。
諸
橋
博
士
も
第
五
節
地
紙
祭
に
於
て
方
滓
祭
地

と
齢
穆
祭
と
を
弧
べ
て
を
ら
れ
る
が
、
こ
の
此
の
祭
も
、
よ
く
究
め
る
な

ら
ば
、
氏
族
針
會
の
集
團
の
紳
で
あ
る
こ
と
は
想
像
出
来
る
。
こ
の
氏
族

齢
會
の
紳
が
領
土
の
紳
と
な
り
、
農
業
と
の
開
係
か
ら
赴
穆
紳
と
な
り
。

後
に
は
抽
象
的
な
地
を
祭
る
方
洋
祭
地
に
進
展
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
天

地
の
祭
の
み
よ
り
し
て
も
。
纒
學
的
立
場
か
ら
一
歩
踏
み
出
る
な
ら
ば
。

相
営
面
白
い
家
族
制
度
研
究
に
對
す
る
示
唆
が
輿
へ
ら
れ
る
に
も
’
拘
ら

ず
、
こ
の
書
物
で
は
、
天
地
の
祭
が
家
族
制
度
と
は
開
係
が
甚
だ
稀
薄
に

な
っ
て
ゐ
る
。
し
て
見
れ
ば
纒
學
的
方
法
は
必
然
史
學
や
計
會
學
等
に
よ

っ
て
根
捷
が
呉
へ
ら
れ
る
場
合
に
の
み
可
能
と
な
る
こ
と
が
分
ら
う
。
博

士
は
家
族
制
度
研
究
の
大
家
で
あ
り
、
雑
婚
と
か
既
婚
と
か
（
一
一
－
四
頁
）
、

資
買
婚
（
七
頁
三
七
頁
）
と
か
、
タ
ブ
ー
（
三
頁
三
三
五
頁
）
と
か
に
よ
っ
て

色
λ
の
解
誕
を
輿
へ
て
を
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
胎
會
學
等
に
亀

御
造
詣
が
深
い
ら
し
い
か
ら
、
次
に
は
「
立
詮
」
を
主
と
し
た
著
述
に
よ

っ
て
又
々
吾
人
を
啓
蒙
し
て
戴
き
た
い
。
そ
の
場
合
私
と
し
て
知
り
た
い

事
は
、
一
、
庶
民
の
家
族
構
成
員
の
訟
り
大
き
く
な
い
の
は
何
故
か
。
従

っ
て
、
一
一
、
宗
族
的
結
合
を
目
的
と
し
て
の
宗
法
が
庶
民
の
間
に
も
存
し

た
と
し
て
も
（
四
三
四
頁
）
、
何
故
に
鰍
寡
孤
濁
の
問
題
が
相
客
や
か
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

【

　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ

く
言
は
れ
た
か
。
三
、
奴
婢
は
、
所
有
者
の
側
か
ら
見
れ
ば
家
庭
へ
他
人

を
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
奴
婢
自
身
に
於
て
は
家
族
の
分
散
を
意
味
す
る

が
、
如
何
や
う
に
鰻
生
し
、
如
何
や
う
に
取
扱
は
れ
た
か
。
四
、
宗
法
と

均
分
相
績
と
は
如
何
に
し
て
町
立
し
う
る
や
。
等
々
で
あ
る
。

　

何
も
分
ら
ぬ
人
間
は
、
教
へ
ら
れ
て
少
し
で
も
知
識
を
持
つ
と
、
何
で

も
慾
張
っ
て
尋
ね
た
が
る
者
で
あ
る
。
私
の
場
合
で
屯
同
様
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
西
田
太
一
郎
）

　

支

　

那

　

精

　

紳

　

（
世
界
精
紳
史
講
座
二
）

　

世
界
歴
史
窓
前
の
韓
換
期
に
際
し
て
、
東
西
雨
洋
に
亘
る
過
去
並
び
に

現
代
の
思
潮
を
省
み
て
将
来
の
人
間
精
御
の
譜
趨
を
考
へ
る
こ
と
は
吾
等

に
取
づ
て
喫
緊
の
時
務
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
時
に
東
亜
新
秩
序
建
設
の

一
翼
と
し
て
新
し
き
東
洋
文
化
の
創
造
が
吾
等
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
時
、

そ
の
媒
介
と
な
る
べ
き
過
去
の
ア
ジ
ア
に
於
け
忿
輝
か
し
き
文
迦
を
跡
ね

る
こ
と
は
何
よ
り
も
急
が
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
冊
は
饒
刊
の
「
日
本
精
肺
」

　

「
印
度
精
紳
」
と
共
に
ご
の
要
望
に
添
は
ん
と
し
て
企
畳
し
出
版
さ
れ
た

も
の
で
、
執
筆
者
九
氏
、
何
れ
も
學
界
一
方
の
重
鑓
で
居
ら
れ
る
。
私
の

浅
學
を
以
て
し
て
は
批
卿
紹
介
に
堪
へ
な
い
と
思
ふ
が
、
こ
の
書
が
廣
く

撹
ま
れ
る
鴛
に
も
、
そ
の
價
値
の
一
班
を
傅
へ
か
っ
若
干
の
感
想
を
述
ぺ

さ
せ
て
戴
き
た
い
と
思
ふ
。
な
ほ
紙
数
の
都
合
上
、
本
意
な
く
も
内
容
の

紹
介
は
一
部
分
に
止
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

儒

　

教

　

概

　

段

一

儒
教
の
領
域

　

二

　

儒
教
の
成
立
及
登
痙

（
頁
敷
四
九
）

諸
橋
轍
次

三

　

儒
教
の
淑
徳
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