
介紹

て
よ
り
広
い
思
想
史
の
流
れ
に
定
位
し
得
る
｝
つ

の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
想
像
力
に
よ
っ
て
過
去

の
生
の
諸
形
式
を
、
そ
の
現
実
に
在
っ
た
形
で
は

な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
在
り
得
た
で
あ

ろ
う
形
に
再
構
成
す
る
事
の
重
要
性
を
強
調
す
る

事
で
、
両
者
は
大
幅
な
人
間
精
神
の
拡
大
へ
の
扉

を
開
い
た
。
ヴ
ィ
…
コ
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
の

理
性
偏
重
に
抗
う
事
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
お

い
て
は
啓
蒙
主
義
が
前
提
と
す
る
人
間
精
神
の
普

遍
性
に
抗
議
の
声
を
上
げ
る
事
に
よ
っ
て
、
十
九

世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
、
歴
史
の
世
紀
を
先
賦
す
る

諸
原
理
を
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
準
備
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
反
啓
蒙
主
義
と
い
う
思
想
史
上
の
流

れ
を
十
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
の
伏
流
と
し
て
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
バ
ー
リ
ソ
の
構
図
の
洋
算
如
何

は
、
二
人
の
思
想
家
を
離
れ
て
一
段
上
昇
し
た
高

み
か
ら
、
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
訳
に
つ
い
て
気
付
い
た
点
に
触
れ
て
お

き
た
い
。
　
「
反
対
改
革
・
」
（
四
五
頁
）
、
「
薫
『
ω
o
⇒

（
知
る
）
対
く
。
謎
審
げ
窪
（
理
解
す
る
）
」
（
七
三

頁
）
、
「
ナ
イ
ー
ヴ
」
（
一
一
九
頁
）
、
　
「
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
贈
与
の
辞
』
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
反
宗
教
改
革
」
、
　
「
名
川
ω
ω
曾
（
知
解
）
対
く
①
や

ω
富
げ
窪
（
理
解
）
」
、
「
素
朴
な
」
、
「
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ヌ
ス
の
寄
進
状
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加

え
て
、
註
の
外
国
語
文
献
を
す
べ
て
訳
出
し
て
あ

る
の
は
、
読
者
に
如
何
な
る
利
便
を
与
え
て
く
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
、
時
間
の
侵
蝕
を
未
だ
に
拒
否
し
続

け
て
い
る
二
入
の
卓
越
し
た
思
想
家
の
諸
命
題
を
、

パ
ー
リ
ソ
に
導
か
れ
て
旅
す
る
事
は
、
無
上
の
喜

び
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
（
四
両
ハ
洞
刊
　
四
…
一
〇
甲
貝
　
　
一
九
八
｝
年
八
月

　
　
　
　
み
す
ず
書
房
　
三
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
芝
井
敬
司
　
京
都
大
学
助
手
）

　
　
　
会
　
告

　
昭
　
和
↑
五
十
⊥
ハ
年
度
乱
丁
ず
研
究
ム
∬
十
ハ
ム
四
お
よ

び
総
会
は
、
予
定
通
り
十
一
月
二
臼
（
日
）

午
後
一
時
よ
り
楽
友
会
館
に
お
い
て
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
公
開
講
演
は
小
林
健
太
郎
、
島

田
慶
次
の
両
氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
わ

れ
、
盛
会
裡
に
終
り
ま
し
た
。

　
戦
重
詰
期
土
佐
国
の
地
方
的
中
心
集
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
健
太
郎
氏

　
極
東
思
想
史
に
お
け
る
三
浦
梅
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
　
三
次
氏

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ

れ
た
秋
季
定
例
の
理
窃
評
議
員
会
に
お
い
て

次
の
各
氏
の
役
員
退
任
な
ら
び
に
解
任
が
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

　
退
任
　
理
事
、
今
津
晃
　
島
田
震
次
　
間

　
　
　
　
野
潜
龍
（
死
亡
）
。
評
議
員
、
市
川

　
　
　
　
承
八
郎
（
死
亡
）
　
小
畑
龍
雄
　
谷

　
　
　
　
岡
武
雄
護
雅
央
。

　
新
任
　
理
事
、
梅
原
郁
　
狩
野
直
禎
　
樋

　
　
　
　
口
謹
一
。
評
議
員
、
茨
木
慶
三

　
　
　
　
愛
宕
元
　
河
内
良
弘
　
勝
藤
猛

　
　
　
　
木
下
良
　
桑
山
正
進
　
田
村
満
穂

　
　
　
　
西
谷
真
二
　
前
川
和
也
　
森
正
夫
。

　
（
理
事
・
評
議
員
問
の
移
動
に
つ
い
て
は

　
　
省
略
）

171 （171）



昭
和
五
十
六
年
度

史
単
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

戦
国
末
期
土
佐
国
の
地
方
的
中
心
集
落

小
林
　
健
太
郎

　
わ
が
国
で
は
安
土
桃
由
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

頭
に
か
け
て
数
多
く
の
近
世
城
下
町
が
封
建
領
国

の
首
都
と
し
て
建
設
さ
れ
、
近
世
的
都
市
網
の
基

本
的
骨
格
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
背
景

に
は
、
当
時
す
で
に
全
国
各
地
で
地
方
的
な
中
心

集
落
と
し
て
の
市
場
町
が
無
数
に
発
達
し
て
い
た

と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
太
閤

検
地
の
一
環
を
な
す
『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
が
領

国
全
域
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
土
佐
国
を
対

象
に
選
び
、
当
時
の
地
方
的
中
心
集
落
の
景
観
復

原
を
通
じ
て
そ
の
歴
史
地
理
学
的
意
義
を
検
討
し

た
い
。

　
『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
は
土
佐
全
体
で
二
三
ケ

所
の
市
町
を
登
録
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
規
模
と

プ
ラ
ン
の
点
か
ら
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ

る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
大
高
坂
新
市
と
大
高
坂

朝
倉
市
で
、
こ
れ
ら
は
共
に
長
宗
我
部
氏
が
土
佐

一
国
の
首
都
と
し
て
建
設
し
た
近
世
城
下
町
の
市

町
地
区
を
構
成
す
る
も
の
で
、
そ
の
面
積
は
両
者

を
合
せ
て
一
五
町
余
に
達
し
て
い
た
。

　
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
岡
豊
新
町
、
中
村
、
高
岡

い
ち市

、
安
芸
新
町
の
四
か
所
で
、
町
並
は
走
向
を
異

に
す
る
複
数
の
街
村
ま
た
は
長
大
な
一
本
街
村
を

な
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
戦
国
期
の
有
力
大
名
の

城
下
市
町
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

影
響
圏
は
一
物
な
い
し
数
郡
を
カ
バ
ー
す
る
程
度

の
地
域
的
経
済
圏
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち

　
第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
黒
岩
新
町
、
弘
岡
市
な
ど

一
八
か
所
を
含
む
も
の
で
、
町
並
は
延
長
五
〇
～

四
〇
米
の
一
本
街
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
活

動
も
戦
国
期
の
小
領
主
の
領
域
に
由
来
す
る
地
域

を
カ
バ
ー
す
る
に
す
ぎ
ず
、
近
世
の
在
町
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
戦
国
末
期
の
地
方
的
中
心
集
落
が
い
ず
れ
も
第

二
・
第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
相
当
す
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
い
う
状
況
の
中
で
建
設
さ
れ
た
近
世
城
下

町
は
、
　
一
国
規
模
の
影
響
圏
を
も
つ
地
方
都
市
の

出
現
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

極
東
思
想
史
に
お
け
る
三
浦
梅
園

島
田
虚
次

『
東
洋
史
研
究
』
三
八
巻
三
号
に
発
表
し
た

コ
ニ
浦
梅
園
の
哲
学
－
極
東
儒
学
思
想
史
の
見
地

か
ら
」
は
、
そ
の
副
題
の
趣
旨
を
殆
ん
ど
全
く
論

じ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
補
足
し
た
い
。

　
中
国
の
気
の
思
想
の
哲
学
化
は
宋
の
野
獣
に
始

ま
り
、
朱
子
学
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
吸
収
さ
れ
た
。

こ
の
気
学
は
極
東
朱
子
学
世
界
に
お
い
て
如
何
な

る
展
開
を
見
せ
る
か
。
朝
鮮
奉
・
朝
の
理
発
気
発
の

長
期
論
争
は
ま
だ
充
分
に
研
究
し
て
い
な
い
の
で

姑
く
論
外
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
韓
国
に
お

い
て
は
そ
れ
は
清
の
戴
震
（
一
七
二
四
年
生
）
に

お
い
て
最
後
に
し
て
最
高
の
段
階
に
達
し
た
と
い

わ
れ
る
。
然
し
そ
の
哲
学
は
あ
く
ま
で
儒
教
伝
統

の
人
性
論
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

戴
氏
は
西
洋
天
文
学
に
も
深
い
理
解
を
も
っ
て
い

た
が
、
そ
の
宇
宙
認
識
が
彼
の
気
の
哲
学
の
基
底

を
な
し
て
い
る
と
い
う
お
も
む
き
は
全
然
な
い
。

と
こ
ろ
が
戴
氏
の
同
時
代
人
梅
園
（
一
七
二
三
年

生
）
の
場
合
、
気
の
哲
学
の
流
れ
に
ジ
ェ
ズ
イ
ッ

ト
の
伝
え
た
、
そ
し
て
明
末
の
中
鼠
学
者
た
ち
に

よ
っ
て
咀
囎
せ
ら
れ
た
西
洋
天
文
学
（
地
球
体
説

な
ど
）
を
と
り
入
れ
、
厳
密
な
論
理
と
方
法
意
識

（一

齠
�
ﾌ
論
理
、
懐
疑
と
反
撃
合
一
の
方
法
）

に
基
い
て
、
究
極
存
在
（
一
元
気
）
・
時
間
・
空
間

・
天
体
現
象
・
動
植
物
－
無
生
物
界
・
人
間
的
諸

現
象
（
身
体
、
心
理
、
人
倫
）
、
を
貫
ぬ
く
精
細
に
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し
て
整
然
た
る
条
理
の
学
を
樹
立
し
た
。
彼
が
一

毫
も
前
人
に
資
ら
ず
と
誇
っ
た
の
は
完
全
に
正
当

で
あ
る
が
、
然
も
大
き
く
見
て
気
の
哲
学
の
流
を

う
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
彼
は

伝
統
的
気
の
哲
学
よ
り
五
行
説
を
排
除
し
（
仁
斎
、

懐
徳
堂
す
で
に
然
り
）
て
陰
陽
の
み
を
採
る
が
、

　
　
　
し
ん

謬
淳
の
神
の
説
を
た
て
て
伝
統
的
な
生
生
の
思
想

を
、
動
物
～
天
地
の
説
を
た
て
て
伝
統
的
な
大
天

地
i
小
天
地
の
思
想
を
、
あ
ら
た
に
根
拠
づ
け
、

し
か
も
天
人
相
関
説
は
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
た
。

天
地
は
活
物
（
仁
斎
、
復
即
す
で
に
云
う
）
と
い

う
認
識
を
う
け
つ
つ
も
、
そ
れ
ゆ
え
理
論
的
な
も

の
を
死
せ
る
も
の
と
し
て
排
除
す
る
の
で
な
く
、

逆
に
周
到
な
論
理
的
思
弁
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を

理
論
づ
け
よ
う
と
し
た
。
…
…
　
要
す
る
に
梅
園

の
哲
学
は
、
西
洋
自
然
学
と
当
時
の
日
本
の
思
想

状
況
を
媒
介
と
し
て
気
の
哲
学
を
改
造
し
、
自
然

哲
学
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
気
の
哲
学

は
清
の
戴
震
と
わ
が
梅
園
に
お
い
て
、
問
時
に
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
、
最
後
最
高
の
段
階
に
到

達
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
哲
学
思
想
と

し
て
の
ス
ケ
ー
ル
と
厳
密
性
体
系
性
と
に
お
い
て
、

戴
氏
は
恐
ら
く
梅
園
の
上
に
出
る
こ
と
は
で
き
ま

い
。

　
な
お
、
梅
園
の
社
会
・
政
治
論
は
全
般
に
頗
る

保
守
的
で
、
気
の
哲
学
㍊
唯
物
論
一
進
歩
的
と
い

う
図
式
主
義
を
疑
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

編
　
集
　
後
　
記

　
昨
年
の
豪
雪
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
た
比
較
的
穏

や
か
な
気
候
で
今
年
は
始
ま
り
ま
し
た
が
、
「
寒
」

に
入
る
と
共
に
本
格
的
な
底
冷
え
を
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
本
号
の
発
行
が
大
変
遅
れ
ま
し

た
こ
と
を
、
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。
専
従
の
編

集
担
当
を
お
か
ず
本
務
の
あ
い
ま
を
ぬ
う
よ
う
に

し
て
編
集
作
業
を
進
め
る
雑
誌
の
、
い
わ
ば
宿
命

の
よ
う
な
も
の
と
は
い
え
、
心
苦
し
く
存
じ
ま
す
。

　
さ
て
、
本
号
は
様
々
な
時
期
や
地
域
、
領
域
を

対
象
と
す
る
レ
ベ
ル
の
高
い
力
作
が
そ
ろ
っ
た
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
も
っ

と
も
、
前
号
に
掲
載
し
ま
し
た
一
九
八
一
年
度
の

総
目
次
で
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
　
「
論
説
し
と

「
紹
介
」
以
外
の
論
稿
が
本
誌
に
は
少
な
く
、
本

号
の
よ
う
な
も
の
は
近
頃
で
は
珍
し
い
例
に
属
し

ま
す
。
　
「
論
説
」
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
他
の
分

野
に
も
力
作
を
お
寄
せ
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
既
に
お
気
付
き
の
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
本
号
か
ら
、
中
国
語
の

ロ
ー
マ
字
の
表
記
方
式
を
、
従
来
の
ウ
ェ
ー
ド
式

か
ら
「
併
音
（
ピ
ソ
イ
ソ
）
」
に
改
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
　
「
併
音
」
が
欧
米
で
も
中
国
語
勲
記
の

主
流
に
現
在
な
り
つ
つ
あ
り
、
将
来
は
そ
れ
に
ほ

ぼ
統
一
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
の
認
識
に
基
づ
い
た
処

置
で
す
。

　
本
号
が
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
、
吉
田
神
社
の

節
分
祭
も
と
っ
く
に
終
り
、
参
道
は
い
つ
も
の
通

学
路
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
春

は
、
暦
の
上
だ
け
で
は
な
く
、
確
実
な
足
ど
り
で

少
し
ず
つ
近
づ
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
年

も
ま
た
、
実
り
の
多
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
）

翫
坐
彗
二
郎
諸
塚
定
価
九
〇
〇
円

　
史
林
（
第
六
五
巻
第
喜
）

　
　
　
京
都
宙
左
京
区
吉
田
本
町

　
　
　
京
都
大
学
文
学
部

発
行
人

印
刷
所

中魚期
村雫長

三型嚢1

萎素魚

社琶麟会

173 （173）


