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評
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縄
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『
歴
史
学
の
起
源
ー
ギ
リ
シ
ア
人
と
歴
史
』

大
　
戸
　
千
　
之

　
本
書
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
の
ひ
ろ
い
時
期
、
ひ
ろ
い
分
野
に
わ
た
っ
て
、

新
鮮
な
着
想
と
明
晰
な
思
考
に
よ
り
、
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た

薯
者
が
、
既
発
表
の
論
文
十
篇
余
り
に
補
筆
し
、
掌
篇
の
新
稿
を
加
え
て
編

ま
れ
た
も
の
で
、
タ
イ
ト
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
学

や
歴
史
思
想
を
中
心
的
主
題
と
す
る
が
、
叙
事
詩
や
野
情
詩
の
世
界
、
さ
ら

に
は
政
治
思
想
や
社
会
構
造
の
問
題
な
ど
に
も
説
き
及
ん
で
、
内
容
豊
か
な

一
書
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
下
簡
単
な
内
容
の
紹
介
と
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
る
が
、
紙
幅
の
関

係
も
あ
り
、
新
た
に
書
き
下
さ
れ
た
部
分
を
重
点
的
に
取
り
あ
げ
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。
既
発
表
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
高
い
評
価
を
得
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
評
者
は
今
回
読
み
か
え
し
て
、
あ
ら
た
め
て
多
く
の
こ
と
を
学
ん

だ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
ひ
ろ
く
読
ま
れ
、
声
価
を
確

立
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
、
い
ま
は
略
説
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。

便
宜
の
措
置
と
し
て
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

本
書
は
全
体
を
三
部
に
分
け
、
計
一
四
の
諸
章
と
付
論
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。

　
第
一
部
は
「
史
学
史
通
観
」
。
第
一
章
「
世
界
史
像
の
源
流
」
で
は
、
　
ヨ

ー
ロ
ヅ
パ
人
の
伝
統
的
な
世
界
史
像
、
つ
ま
り
オ
リ
エ
ン
ト
諸
国
に
始
ま
り
、

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
を
経
て
、
中
世
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
連
な
る
歴
史
像

の
源
流
を
た
ず
ね
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
時
代
の
ロ
ー
マ
人
ポ
ソ
ペ
イ
ゥ
ス

・
ト
ゥ
ロ
グ
ス
の
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
エ
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
カ
エ
』
　
（
後
代
読
ま
れ

た
の
は
三
世
紀
頃
の
人
で
あ
る
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
要
約
だ
が
）
が
果
し

た
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
つ
づ
く
第
二
章
「
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
史
像

一
そ
の
形
成
と
ラ
テ
ン
語
世
界
へ
の
伝
達
」
で
は
、
そ
の
ト
ゥ
ロ
グ
ス
の

史
書
が
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
学
の
伝
統
に
立
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
学
は
、
は
や
く
か
ら
外
の
世
界
の
動
き
に

敏
感
で
、
し
ぼ
し
ば
外
国
勢
力
を
関
心
の
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
て
き
た
が
、

そ
の
成
果
が
ロ
ー
マ
史
に
結
合
さ
れ
総
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た

の
が
ト
ゥ
ロ
グ
ス
の
史
書
で
あ
る
こ
と
を
、
歴
史
的
に
あ
と
づ
け
る
。
著
者

の
最
も
早
い
時
期
の
仕
事
で
あ
る
が
、
今
目
で
も
な
お
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
は
も
と
よ
り
、
ひ
と
つ
の
視
角
か
ら
と
ら
え
た
ギ
リ
シ
ア
史
学
通
史
と

し
て
も
味
読
に
値
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
歴
史
学
の
通
史
と
し
て
は
、
第
三

章
「
歴
史
叙
述
の
盛
衰
」
が
真
正
面
か
ら
扱
っ
て
お
り
、
第
四
章
「
伝
記
の

成
立
」
と
と
も
に
「
本
書
の
主
軸
」
　
（
三
六
六
頁
）
を
な
す
。

　
第
三
章
は
吟
唱
詩
人
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
歴
史
学
の
発
展
の
あ
と
を

辿
り
、
前
四
世
紀
に
始
ま
る
衰
退
の
原
因
を
考
察
し
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
に
お
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評茸ヒ
「f轟

け
る
ギ
リ
シ
ア
歴
史
学
の
継
承
と
、
そ
の
破
綻
を
論
じ
た
も
の
で
、
鋭
い
指

摘
が
随
所
に
見
ら
れ
、
示
唆
に
富
む
章
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
ヘ
ロ
ド
ト

ス
の
歴
史
学
に
つ
い
て
、
　
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
自
ら
の
眼
で
見
る
こ
と
を
重
視

し
て
、
遠
方
ま
で
旅
行
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
見
て
し
ま
え
ば
、
至
極

あ
た
り
前
の
こ
と
に
な
る
か
ら
、
よ
ほ
ど
珍
し
い
事
物
で
な
い
限
り
、
記
述

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
代
わ
り
に
…
…
徹
底
的
に
人
々
の
語
る
こ

と
を
大
切
に
し
た
。
か
く
て
彼
が
書
い
た
こ
と
は
、
全
体
と
し
て
大
部
分
が

伝
聞
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
が
確
実
に
見
た
現
実
の
世
界
の
こ
と
は
、
ほ

と
ん
ど
描
き
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
六
〇
頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
の

を
読
ん
で
、
評
者
は
爵
を
洗
わ
れ
る
思
い
が
し
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
お
け
る

「
探
究
」
の
姿
勢
に
つ
い
て
の
、
根
幹
を
衝
い
た
指
摘
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

・
つ
。

　
ま
た
、
　
「
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
因
果
関
係
の
究
明
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
主
と
し
て
行
為
者
の
動
機
の
究
明
で
あ
り
、
心
理
学
的
な
説
明
で
あ

る
。
…
…
さ
ら
に
客
観
的
事
実
を
記
述
す
る
か
の
如
く
に
し
て
、
実
は
人
々

の
心
理
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
記
述
し
て
い
る
場
合
も
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
多

い
。
…
…
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
と
し
て
は
、
か
か
る
心
理
状
態
こ
そ
、
自
分
が

記
述
し
な
け
れ
ば
、
永
久
に
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

…
…
そ
し
て
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
歴
史
の
充
実
し
た
生
動
す
る
雰
囲
気
は
、

何
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
心
理
そ
し
て
精
神
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
。
」
（
六
四
i
六
五
頁
）
な
ど
も
、
肯
繁
に
あ
た
る
指
摘
の
例
と

し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
、
一
、
二
の
さ
さ
や
か
な
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
ギ
リ

シ
ア
に
お
け
る
「
『
歴
史
家
』
の
先
駆
者
」
と
し
て
吟
唱
詩
人
（
ア
オ
イ
ド

ス
）
に
注
目
さ
れ
、
と
り
わ
け
ホ
メ
ロ
ス
に
は
歴
史
家
的
な
精
神
と
い
う
べ

き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
あ
げ
ら
れ
る
。
原
因
追
究
の

精
神
が
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
公
平
な
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
。

時
代
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。
　
（
四
七
i
五
一
頁
）
　
と
こ
ろ
で
著
老
の

い
わ
れ
る
「
歴
史
学
」
と
は
「
個
人
の
自
発
的
な
探
究
と
し
て
の
歴
史
」

（
四
七
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ホ
メ
ロ
ス
の
場
合
、
ま
だ
自
ら
研
究
す
る

こ
と
の
重
要
性
が
明
確
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
も
説
か
れ
て
い

る
。
　
（
五
二
頁
）
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
　
「
先
駆
者
」
の
意
味
に
つ
い
て
、

い
ま
少
し
説
明
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
。
程
度
の
差
や
質
を
問
わ
ぬ
な
ら

ば
、
原
因
・
動
機
・
理
由
を
語
る
と
か
、
公
平
で
あ
る
と
か
、
真
鯉
と
現
在

の
差
を
自
覚
す
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
、
物
語
・
伝
承
の
類
で
も
備
え
う
る

こ
と
な
の
だ
か
ら
。

　
い
ま
ひ
と
つ
、
よ
り
詳
し
い
解
説
を
求
め
た
く
感
じ
た
の
は
、
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
の
史
書
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
　
「
彼
の
史
書
に
は

相
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
両
面
が
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
ロ

ー
マ
に
よ
る
世
界
支
配
の
成
立
と
い
う
壮
大
か
つ
普
遍
的
な
主
題
を
掲
げ
な

が
ら
、
他
面
で
は
あ
か
ら
さ
ま
な
個
人
的
見
解
や
体
験
の
表
明
の
書
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
「
彼
自
身
も
と
き
に
は
登
場
し
て
重
要
な

役
割
を
演
じ
て
い
る
。
」
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
「
登
場
人
物
と
し
て
の
自
分

を
一
人
称
で
記
述
」
し
た
り
す
る
。
こ
れ
は
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
な
ど
に
は
絶

対
み
ら
れ
ぬ
こ
と
で
、
　
「
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
は
、
意
外
に
も
公
私
の
区
別
を

忘
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
だ
」
と
結
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
（
八
七
－
八

八
頁
）

　
し
か
し
、
こ
の
説
明
に
は
一
考
の
余
地
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴

史
を
書
こ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
実
地
経
験
を
つ
む
こ
と
が
必
須
の
要

件
で
あ
る
こ
と
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
ナ
ス
が
く
り
か
え
し
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
、
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自
分
が
歴
史
の
大
き
な
転
換
期
に
、
そ
の
重
要
な
局
面
で
幾
多
の
経
験
を
へ

て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
自
慢
で
あ
り
誇
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
政
治
の
現
実
を

知
悉
す
る
も
の
と
し
て
、
経
験
を
語
り
、
後
進
を
指
導
し
よ
う
と
し
た
。
そ

こ
に
は
、
著
者
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
　
（
八
一
頁
）
、
　
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
晴
代
に

顕
箸
と
な
る
自
意
識
の
強
化
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
　
「
あ
か
ら
さ
ま
な

個
人
的
見
解
や
体
験
の
表
明
の
書
」
と
か
「
公
私
の
区
別
を
忘
れ
る
傾
向
」

と
か
の
説
明
を
読
む
と
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
自
分
の
体
験
を
不
乱
に
重
視
し

強
調
し
て
い
る
と
の
印
象
が
強
く
、
「
真
面
目
で
正
確
な
史
書
」
（
八
八
頁
）

と
い
う
評
価
と
矛
盾
す
る
と
も
受
け
と
ら
れ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
、
ど
こ

ま
で
客
観
的
で
公
正
で
あ
っ
た
か
は
、
よ
り
全
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
当
面
の
問
題
に
限
っ
て
も
、
い
ま
す
こ
し
説
明
を
補
っ
て
い
た
だ

き
た
い
よ
う
に
思
っ
た
。

　
第
四
章
「
伝
記
の
成
立
」
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
い
て
伝
記
が

生
み
出
さ
れ
て
く
る
歴
史
が
述
べ
ら
れ
る
。
伝
記
が
高
い
地
位
を
獲
得
し
な

か
っ
た
ギ
リ
シ
ア
と
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
ロ
ー
マ
と
が
対
比
的
に
語
ら

れ
て
い
る
。

　
つ
づ
く
第
五
章
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
観
」
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史

観
に
お
け
る
「
断
絶
」
の
意
識
が
問
題
に
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
ミ
ュ

ケ
ナ
イ
時
代
の
終
り
に
諸
王
国
の
滅
亡
が
あ
り
、
人
々
に
文
化
の
断
絶
を
印

象
づ
け
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
で
は
連
続
的
な
歴
史
意
識
が
見
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
遠
い
過
去
に
偉
大
な
時
代
が
あ
っ
て
、
そ

れ
が
断
絶
し
て
現
在
の
蒔
代
が
始
ま
っ
た
と
す
る
見
方
も
生
ま
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
断
絶
」
の
音
㎜
識
は
、
日
本
：
甲
国
・
ロ
ー
マ
・
ヘ
ブ
ラ
イ
の
歴
史

思
想
と
比
較
す
る
と
き
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
観
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
著
者
は
い
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
大
変
興
味
深
い
説
で
あ
る
が
、
納
得
し
き
れ
ぬ
点
も
残
る
よ
う
に

思
う
。
国
家
が
安
定
し
、
力
に
自
信
を
持
ち
え
た
時
期
に
、
太
古
か
ら
の
歴

史
の
連
続
と
未
来
に
向
け
て
の
発
展
が
語
ら
れ
る
の
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ア
で
も
、
前
五
世
紀
の
ア
テ

ナ
イ
に
は
、
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
相
互
的
侵
略
が
盛
ん

で
、
盛
衰
転
変
の
激
し
か
っ
た
春
秋
・
戦
国
時
代
の
中
国
で
は
、
文
化
の
あ

る
形
態
が
永
久
に
歴
史
を
貫
徹
し
て
い
く
と
い
う
楽
観
的
な
孔
子
の
思
想
は
、

容
易
に
主
流
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
都
城
の
興
亡

を
身
近
に
眺
め
た
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
経
験
は
、
著
者
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
旧
約
聖
書
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
「
断
絶
性
」
は
ギ
リ

　
　
ヘ
　
　
コ

シ
ア
艮
族
の
歴
史
観
の
特
徴
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

　
第
二
部
「
詩
歌
の
時
代
i
ポ
リ
ス
成
立
の
前
後
」
第
一
章
「
歴
史
と
し

て
の
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
」
は
、
著
者
が
「
私
の
ホ
メ
ロ
ス
研
究
の
要
約
」

（
三
六
六
頁
）
と
い
わ
れ
る
も
の
。
英
雄
た
ち
の
世
界
が
、
い
か
な
る
権
力

基
盤
・
相
互
関
係
の
上
に
立
っ
て
展
開
し
て
い
る
か
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
第
二
章
「
ポ
リ
ス
の
成
立
」
は
、
ポ
リ
ス
の
成
立
事
情
と
そ
の
特
質
に
つ

い
て
の
、
ゆ
き
と
ど
い
た
考
察
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
野
情
詩
と
歴
史
」
は
、
前
七
世
紀
か
ら
前
五
世
紀
初
頭
に
か
け

て
作
ら
れ
た
好
情
詩
の
翻
訳
と
評
釈
で
、
評
者
は
こ
の
分
野
の
こ
と
に
つ
い

て
語
る
資
格
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
著
者
の
わ
か
り
や
す
い

訳
と
解
説
に
導
か
れ
て
、
野
情
詩
の
世
界
を
楽
し
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
お
き

た
い
。

　
第
四
章
「
ア
ル
キ
ロ
コ
ス
に
つ
い
て
1
植
民
時
代
の
詩
人
」
は
、
箸
者
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評書

自
身
「
本
書
中
で
最
も
充
実
し
た
章
」
　
（
三
六
六
頁
）
と
自
負
さ
れ
る
一
篇

で
、
さ
す
が
に
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。
著
者
は
、
野
情
詩
人
ア
ル
キ
ロ
コ
ス

の
思
想
・
精
神
と
そ
の
歴
史
的
背
景
を
、
遺
さ
れ
た
詩
の
断
片
の
克
明
な
分

析
と
、
新
発
見
の
資
料
の
参
照
に
よ
っ
て
、
入
念
に
考
察
す
る
。
彼
の
特
質

を
、
ギ
リ
シ
ア
の
植
民
港
動
の
時
代
の
詩
人
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
求
め
る

結
論
が
、
く
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
く
さ
ま
は
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
は
著
者
が
外
遊
さ
れ
る
以
前
の
仕
事
で
あ
り
、
　
「
こ
の
よ
う
な

現
地
の
状
況
を
見
た
上
で
、
ア
ル
キ
ロ
コ
ス
を
研
究
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
解
釈
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
」
（
三
六
七
頁
）
と
い
わ
れ

る
の
を
読
む
と
、
む
ず
か
し
い
の
を
承
知
で
再
論
を
所
望
し
た
く
な
る
の
が
、

正
直
な
感
想
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
ソ
ロ
ソ
の
改
革
の
背
景
一
詩
の
分
析
を
通
じ
て
」
は
、
ソ
ロ

ソ
の
詩
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
　
「
改
革
の
政
治
的
社
会
的
背
景
を
明
ら
か
に

し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
ソ
ロ
ソ
の
立
場
を
考
察
」
　
（
二
三
七
頁
）
し
た

も
の
。
中
心
地
付
近
つ
ま
り
「
平
地
」
で
の
貴
族
に
よ
る
土
地
兼
併
の
進
展

と
、
地
方
村
落
に
お
け
る
中
堅
農
畏
の
健
在
と
い
う
対
照
的
な
状
況
を
考
え

る
べ
き
こ
と
、
　
「
ソ
揖
ソ
に
も
民
衆
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
種
の
共
同
体
的

意
識
が
あ
り
、
両
者
は
矛
盾
を
含
み
つ
つ
も
、
共
通
す
る
面
が
あ
り
、
政
治

的
共
同
体
ポ
リ
ス
の
形
成
へ
と
志
向
し
て
い
た
」
　
（
二
五
七
頁
）
こ
と
が
結

論
さ
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
「
ペ
リ
ク
レ
ス
の
生
涯
－
悲
劇
時
代
の
政
治
家
」
は
、
　
こ
の

「
最
も
古
典
的
な
、
大
理
石
像
の
よ
う
な
人
物
」
　
（
二
五
九
頁
）
を
、
現
代

人
の
眼
か
ら
見
つ
め
な
お
し
た
伝
記
で
あ
る
。

三

　
さ
て
、
第
三
部
は
「
古
典
期
散
文
の
世
界
」
と
題
す
る
が
、
そ
の
第
一
章

「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
信
仰
」
で
は
、
世
界
を
遍
歴
す
る
な
か
で
各
地
の
聖
上
を

訪
問
し
、
密
儀
に
参
入
し
な
が
ら
得
た
知
識
が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
思
想
形
成

に
璽
要
な
意
義
を
持
っ
た
こ
と
、
ノ
モ
ス
の
糧
対
性
を
深
く
知
り
な
が
ら
、

各
民
族
の
宗
教
的
慣
習
を
絶
対
視
し
、
神
々
の
不
可
知
性
を
知
り
な
が
ら
、

宗
教
的
世
界
の
真
実
を
追
究
し
た
点
に
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
特
質
を
見
る
べ
き

こ
と
、
な
ど
が
語
ら
れ
る
。

　
第
二
章
「
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
」
は
、
ツ
キ
ュ
デ

ィ
デ
ス
の
思
想
が
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
時
代
を
生
き
つ
つ
歴
史
書
を
執

筆
す
る
過
程
で
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
対
象
自
体
一
祖
国
の
偉

大
さ
に
永
遠
の
価
値
を
認
め
る
立
場
か
ら
、
不
変
の
人
間
性
を
え
ぐ
り
出
す

こ
と
に
価
値
を
認
め
る
立
場
へ
、
す
ぐ
れ
た
指
導
者
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、

一
般
民
衆
の
動
き
に
注
意
を
集
中
す
る
立
場
へ
、
と
い
う
変
化
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
説
く
。

　
第
三
章
「
プ
ラ
ト
ン
と
オ
デ
ェ
ッ
セ
ウ
ス
」
は
、
著
者
の
最
も
新
し
い
研

究
の
成
果
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の

叙
事
詩
に
よ
っ
て
周
知
の
英
雄
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
彼
の
個
性
は
、

ホ
メ
ロ
ス
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
み
せ
た
も
う
一
人
の
英
雄
ア
キ
レ
ウ

ス
の
そ
れ
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
純
粋
で
は
あ
る
が
単
純
で
、
し

ぼ
し
ば
激
情
に
か
ら
れ
て
突
進
す
る
ア
キ
レ
ウ
ス
と
、
智
謀
に
す
ぐ
れ
、
沈
ド

着
で
柔
軟
だ
が
平
気
で
嘘
を
つ
い
た
り
も
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
。
著
者
は
、

こ
の
対
照
的
な
二
人
に
対
し
ギ
リ
シ
ア
人
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い

た
か
、
と
問
う
な
か
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
に
注
閉
し
、
こ
の
哲
学
者
が
、
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オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
い
う
英
雄
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
一
方
、
ア
キ
レ
ウ

ス
に
は
強
い
不
満
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
継
承
さ
れ
た

傾
向
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
る
。

　
深
く
ゆ
き
と
ど
い
た
思
索
を
め
ぐ
ら
す
哲
学
者
が
、
自
制
心
を
失
い
が
ち

な
ア
キ
レ
ウ
ス
よ
り
も
、
忍
耐
と
克
己
の
オ
デ
ュ
ヅ
セ
ウ
ス
を
支
持
す
る
の

は
当
然
、
と
素
朴
に
考
え
る
む
き
も
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
著
者
は
ひ
ろ
く

関
連
古
典
を
検
討
し
つ
つ
、
プ
ラ
ト
ン
の
立
場
に
つ
い
て
入
念
な
考
察
を
進

め
て
お
り
、
　
「
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
小
篇
」
の
評
価
と
か
、
　
「
第
七
書
簡
」
の
真
偽

論
と
い
っ
た
難
問
に
も
興
味
深
い
コ
メ
ン
ト
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
著
者
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
型
」
と
「
ア
キ
レ
ウ
ス

型
」
と
い
う
の
は
、
　
「
普
遍
的
な
人
間
像
の
両
極
的
な
理
想
型
だ
と
も
い
え

る
」
（
三
二
六
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
か
の
「
ア
ポ
p
ソ
的
」
と

「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
」
と
い
う
二
類
型
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

概
念
装
概
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
（
あ
る
い
は
文
化
一

般
）
の
性
格
を
考
え
て
み
る
こ
と
の
有
効
性
は
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
適
用
例
を
ひ
ろ
げ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
た
だ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
・
伝
説
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
（
神
々
・
英
雄
・
人
間
す
べ
て
を
含
む
）
の
取
り
あ
げ
ら
れ
か
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

性
格
づ
け
は
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
自
由
で
あ
る
。
　
「
五
世
紀
の
ギ
リ
シ

ぬ
　
　
へ
　
　
つ

ア
で
は
、
ホ
メ
ロ
入
の
描
い
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
像
が
弱
ま
り
、
代
わ
っ
て

ホ
メ
ロ
ス
以
外
の
伝
説
に
基
づ
い
て
、
能
弁
で
狡
猜
な
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
描
き
、
こ
れ
を
批
難
す
る
の
が
、
む
し
ろ
普
通
に
な
っ
て
い
た
。
」
（
三
三

一
頁
。
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
、
ま
っ
た
く
適
切
で
あ
る
か

ど
う
か
、
不
安
を
覚
え
ぬ
で
も
な
い
。
著
者
の
あ
げ
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
み

て
も
、
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
場
合
、
「
ア
イ
ア
ス
」
と
「
ピ
μ
ク
テ
テ
ス
」
で
は

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
像
は
同
じ
で
な
い
し
、
多
く
の
神
々
や
英
雄
を
人
間
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
お
ろ
し
て
み
せ
た
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
場
合
か
ら
、
一
般
の
通
念
を

う
か
が
う
の
は
ど
う
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
い
か
な
る
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
か
、
人
に
何
を
訴
え
よ
う
と
す
る
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
に
立
っ
て
材
料
が
選
択
さ
れ
、
処
理
が
工
夫
さ
れ
る
。
そ

こ
か
ら
あ
る
人
物
に
つ
い
て
の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
ん
で
き
た
り
す

る
。
そ
の
柔
軟
さ
、
多
彩
さ
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
大
き
な
魅
力
の
ひ
と
つ

　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ

で
あ
る
。
　
「
一
般
ギ
リ
シ
ア
人
が
こ
の
両
人
物
像
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な

評
価
を
下
し
て
い
た
の
か
」
　
（
三
二
六
頁
。
傍
点
引
用
老
）
と
か
「
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
対
す
る
批
判
の
声
の
強
か
っ
た
時
代
に
」
　
（
三
三

ご
頁
。
傍
点
引
用
者
）
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
は
、
両
者
の
評
価
に
つ
い
て
の

明
ら
か
な
傾
向
性
が
存
在
し
た
と
い
う
著
者
の
判
断
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、

い
ま
し
ば
ら
く
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
数
の
事
例
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
両
英
雄
が
ど
の
よ
う
な
個
性
と
し
て
思
い
描
か
れ
、
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
か
な
る
理
由
に
根
ざ
し
て
い
る
か
、

点
検
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
点
検

の
な
か
か
ら
、
一
般
ギ
リ
シ
ア
人
の
考
え
方
、
あ
る
い
は
時
代
の
傾
向
と
い

っ
た
こ
と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
お
そ
ら

く
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
考
の
多
様
性
、
つ
ま
り
は
文
化
と
し
て
の
豊
饒
性
を

確
か
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
評
者
は
予
想
す
る
。

　
さ
て
最
後
に
付
録
と
し
て
「
マ
ル
ケ
リ
ノ
ス
そ
の
他
の
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス

伝
」
の
訳
注
が
あ
る
。
根
本
史
料
に
よ
っ
て
伝
記
の
実
例
を
見
る
こ
と
の
意

義
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
弁
論
術
・
文
体
論
を

重
視
す
る
古
代
人
の
思
考
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
な
お
十
分
紹
介
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
付
録
が
加
え
ら
れ
た
の
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は
よ
ろ
こ
ぼ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

四

　
高
度
の
研
究
書
で
あ
っ
て
、
し
か
も
専
門
外
の
人
間
に
も
わ
か
り
や
す
く
、

読
ん
で
考
え
る
楽
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
書
物
は
、
昨
今
い
よ
い
よ
少
な
く

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
研
究
の
細
分
化
・
精
緻
化
が
進
ん
で
い
く
な
か

で
、
研
究
成
果
が
公
に
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
の
は
、
特
殊
な
関

心
を
共
有
し
、
特
殊
な
基
礎
知
識
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
人
間
に
限
ら

れ
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
、
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
。
と
く
に
人
文
科
学

の
場
合
、
は
じ
め
か
ら
限
ら
れ
た
読
者
の
た
め
に
、
難
解
を
承
知
で
書
か
れ

る
醤
物
と
い
う
の
は
、
あ
っ
て
も
恐
ら
く
少
数
で
、
お
お
か
た
の
書
物
は
、

多
数
の
人
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
書
か
れ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
現
実

に
は
、
読
ん
で
内
容
を
諒
解
す
る
の
に
苦
痛
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
原
因
の
一
部
が
読
者
の
側
に
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
や
は
り
尊
老
の
責
任
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
点
と
し
て
、
晦
渋
な

と
こ
ろ
が
な
く
、
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
よ
ヶ
に
思
う
。
著
者
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
常
に
明
快
で
、
曖
昧
さ

を
の
こ
さ
な
い
。
微
細
な
議
論
の
う
ち
に
賜
足
せ
ず
、
最
も
重
要
な
こ
と
が

簡
潔
に
語
ら
れ
る
。
読
む
も
の
に
と
っ
て
は
、
材
料
を
巧
み
に
さ
ば
い
て
、

真
に
美
味
な
と
こ
ろ
の
み
を
供
し
て
も
ら
う
よ
う
な
悦
び
が
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
本
書
は
、
ギ
リ
シ
ア
史
学
史
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
人
々
に

と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
ひ
ろ
く
ギ
リ
シ
ア
史
、
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
に

関
心
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
も
、
な
が
く
必
読
の
文
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

著
者
が
到
達
さ
れ
た
夢
み
に
つ
い
て
語
る
の
に
、
評
老
の
雷
葉
が
足
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
恐
れ
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
著
老
に
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
て
、

拙
い
一
文
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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