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『
史
林
』
の
編
集
委
員
会
よ
り
「
歴
史
学
の
現
在
二
〇
〇
六
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
一
文
を
草
す
る
よ
う
に
と
の
注
文
を
受
け
た
が
、
あ
り
ふ

れ
た
研
究
史
の
ま
と
め
や
学
界
動
向
で
は
あ
ま
り
面
自
く
な
い
。
そ
こ
で
、
一
応
は
歴
史
研
究
者
の
端
く
れ
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
者
が
、

い
ま
現
時
点
で
感
じ
考
え
て
い
る
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
「
歴
史
学
の
現
在
」
の
、
す
く
な
く
と
も
極
小
の
部
分
を
構
成
し
て
い
る
筈
で
は
あ

る
と
、
臆
面
も
な
く
言
い
張
る
こ
と
に
し
て
、
何
と
か
作
文
に
取
り
掛
か
る
こ
と
に
し
た
。
従
っ
て
、
以
下
は
、
ま
と
ま
っ
た
論
考
と
は
ほ
ど

遠
い
、
落
語
の
三
題
噺
な
ら
ま
だ
し
も
一
貫
し
た
脈
絡
が
有
る
が
、
そ
れ
に
も
遙
か
に
及
ば
ぬ
駄
弁
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
が
し
か
し
、
現
時
点

で
の
個
人
的
な
「
歴
史
の
た
め
の
弁
明
」
の
さ
さ
や
か
な
試
み
の
つ
も
り
で
あ
る
。
貴
重
な
紙
面
の
浪
費
で
あ
る
と
の
誹
り
は
甘
ん
じ
て
受
け

る
心
構
え
は
出
来
て
い
る
。

内
藤
湖
南
と
わ
れ
ら
の
「
模
学
」

　
今
年
二
〇
〇
六
年
は
、
京
都
大
学
文
学
部
（
発
足
時
は
文
科
大
学
）
の
創
立
一
〇
〇
周
年
に
当
た
り
（
た
だ
し
、
史
学
科
の
創
設
は
～
年
後
）
、

様
々
な
記
念
行
事
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
（
呪
史
林
』
の
こ
の
企
画
自
体
あ
る
い
は
そ
の
一
環
か
と
思
う
。
）
そ
の
験
尾
に
付
し
て
と
い
う
訳
で
も
な
い

が
、
ま
ず
は
一
世
紀
以
上
前
に
書
か
れ
た
内
藤
湖
南
の
あ
る
文
章
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
そ
の
湖
南
の
文
章
と
は
、
一
九
〇
一
年
の
四
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
三
篇
の
論
説
の
う
ち
、
八
月
一
四
、

1　（1）



一
五
の
両
日
に
わ
た
る
「
京
都
大
学
と
撲
学
の
士
」
（
の
ち
噌
内
藤
湖
南
全
集
』
第
三
巻
、
更
に
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
驚
N
、
内
藤
湖
南
『
東
洋
文
化
史
』

に
収
録
）
で
あ
る
。
『
東
洋
文
化
史
価
の
責
任
編
集
で
あ
る
礪
波
護
に
よ
れ
ば
、
「
執
筆
時
点
で
は
湖
南
自
身
は
京
都
大
学
文
科
の
教
授
に
な
る

と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
一
連
の
論
調
が
、
木
下
広
次
総
長
ら
の
抱
負
と
合
致
し
、
湖
南
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
世
界
か
ら
象
牙
の
塔
に
引
き
入
れ
る
結
果
を
齎
ら
し
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
科
大
学
の
創
設
者
た
ち
の
理
想
や

意
図
は
湖
南
の
こ
の
論
説
に
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
文
章
を
改
め
て
取
り
上
げ

る
の
は
、
こ
れ
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
歴
史
学
の
現
在
」
の
、
と
り
わ
け
て
京
都
大
学
文
学
部
の
そ
れ
の
へ
源
流
（
す
く
な
く
と
も
そ
の
う
ち

の
ひ
と
つ
）
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
長
文
の
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
湖
南
は
い
う
。
国
家
の
興
隆
の
際
に
は
、
朝
廷
に
優
れ
た
輔
弼
の
臣
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
在
野
に
も
僕
学
の
士
が
輩
出
す
る
と
い
う
の
は

「
支
那
」
流
の
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
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「
そ
の
実
工
学
の
士
の
這
出
は
、
も
っ
て
社
会
の
沈
滞
に
傾
き
、
才
力
衆
に
抜
く
者
を
し
て
、
一
々
そ
の
所
能
を
展
べ
て
、
も
っ
て
活
動
せ
る
世
界
に
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処
す
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
る
を
も
っ
て
、
そ
の
激
昂
憤
発
す
る
者
は
、
あ
る
い
は
刑
牌
に
触
れ
、
道
塗
に
死
し
て
、
も
っ
て
太
平
の
犠
牲
と
な
り
、
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し
か
し
て
そ
の
鄙
事
に
多
能
に
し
て
、
彫
虫
の
技
に
精
を
逸
す
る
の
余
地
あ
る
者
を
し
て
は
、
す
な
わ
ち
去
っ
て
撲
学
の
徒
と
な
り
、
名
物
典
故
の
鎖

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

　
　
屑
、
性
命
理
談
の
空
疎
に
～
生
を
破
費
せ
し
む
。
」
（
傍
点
は
原
文
通
り
）
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湖
南
に
よ
れ
ば
、
革
命
家
も
し
く
は
テ
ロ
リ
ス
ト
と
粛
学
の
徒
は
同
根
で
あ
り
、
そ
の
差
異
は
「
激
昂
憤
発
す
る
」
か
「
彫
虫
の
技
に
精
を

寂
す
る
」
か
の
間
に
し
か
な
い
。
（
こ
の
文
章
執
筆
の
前
年
の
四
月
ま
で
お
よ
そ
二
年
間
、
湖
南
は
『
万
潮
報
臨
の
記
者
と
し
て
幸
徳
秋
水
と
同
僚
で
あ
っ

た
。
帝
国
大
学
教
授
と
大
逆
事
件
の
死
刑
囚
と
い
う
そ
の
後
の
二
人
の
運
命
の
展
開
を
、
さ
な
が
ら
こ
の
一
文
は
予
測
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
）
徳
川
期
に
な

っ
て
「
偲
舞
不
鵜
の
徒
」
の
多
く
は
、
大
阪
の
役
や
島
原
の
乱
で
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
絶
滅
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
「
進
ん
で
は
」
由

井
正
雪
と
丸
橋
忠
弥
の
よ
う
に
武
装
蜂
起
を
企
み
、
「
退
い
て
は
」
熊
沢
蕃
山
や
山
鹿
素
行
の
流
の
軍
学
者
と
な
り
、
更
に
「
鄙
事
に
多
能
」

な
者
は
「
市
井
の
儒
医
と
な
り
、
軍
談
辻
講
釈
の
徒
と
な
り
、
俳
優
河
原
者
の
群
れ
に
入
り
、
非
人
乞
食
の
流
に
混
」
じ
た
。
「
市
井
の
儒
医
、
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憤
激
の
憎
侶
」
た
ち
が
み
な
「
時
世
の
継
子
」
で
あ
る
こ
と
中
国
の
撲
学
の
徒
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
継
子
こ
そ
が
文
明
の
担
い
手

で
あ
っ
た
。
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「
社
会
の
秩
序
過
溢
し
て
、
沈
滞
に
傾
き
、
豪
傑
の
士
あ
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
技
彌
を
展
ぶ
る
を
得
ざ
る
と
き
に
当
た
り
、
な
お
人
類
の
霊
能
を
発

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

　
　
揮
し
、
そ
の
時
世
を
し
て
燦
然
と
し
て
文
物
の
粉
飾
す
る
と
こ
ろ
な
ら
し
む
る
は
、
こ
の
累
々
た
る
継
子
の
力
な
り
。
」

　
清
朝
学
術
の
空
前
の
隆
盛
は
、
心
学
の
徒
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
洋
諸
国
に
あ
っ
て
も
、
「
い
わ
ゆ
る
学
者
は
す
な
わ
ち
み
な
僕
学
の

徒
」
で
あ
る
。

　
　
　
「
二
百
年
来
、
新
主
義
の
偶
道
、
新
学
説
の
発
見
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
芸
窓
の
下
、
無
病
紳
吟
の
難
よ
り
出
で
、
彼
ら
も
ま
た
自
ら
も
っ
て
時
世
の
継
子

　
　
と
な
さ
ず
し
て
、
し
か
し
て
学
者
の
天
職
と
な
す
に
い
た
り
、
か
の
社
会
も
ま
た
こ
れ
に
対
し
て
鄭
重
な
る
尊
敬
を
表
す
る
こ
と
、
古
よ
り
文
学
の
邦
と

　
　
称
せ
ら
れ
る
支
那
に
も
過
ぐ
る
も
の
あ
り
。
霊
能
発
揮
の
方
法
を
し
て
、
き
わ
め
て
順
便
な
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
は
、
美
風
と
い
う
べ
き
の
み
。
」

　
我
が
国
で
は
、
徳
川
中
期
以
降
僕
学
の
徒
が
輩
出
し
、
「
堀
川
学
派
以
下
、
む
し
ろ
口
を
講
業
に
糊
す
る
も
、
武
家
の
侶
造
園
す
る
と
こ

ろ
」
と
は
な
ら
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
寛
政
以
後
は
、
「
学
者
み
な
経
世
の
直
な
き
を
も
っ
て
恥
と
し
、
斗
升
の
禄
を
得
て
、
そ
の
小
技

禰
を
施
さ
ん
こ
と
を
希
い
、
空
事
を
垂
れ
て
万
世
の
た
め
に
太
平
を
開
く
の
作
用
を
思
う
も
の
な
き
に
い
た
り
、
僕
学
の
風
食
ま
ん
と
し
」
た

と
こ
ろ
で
明
治
維
新
に
遭
遇
し
た
。
「
変
革
の
時
機
は
、
つ
ね
に
人
の
意
気
を
興
奮
せ
し
め
、
や
や
も
す
れ
ば
筆
を
投
じ
て
、
戎
軒
を
こ
と
と

せ
し
む
る
」
か
ら
、
書
生
あ
が
り
の
将
軍
大
臣
が
続
出
し
、
一
生
を
撲
学
に
費
や
そ
う
と
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
故
「
東

京
大
学
の
設
け
の
ご
と
き
、
主
と
し
て
泰
西
諸
国
の
制
度
に
倣
い
、
学
者
の
天
職
を
貴
重
す
る
の
風
を
移
植
せ
ん
と
し
、
社
会
も
ま
た
学
者
の

宜
し
く
俗
務
に
関
係
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
悉
」
し
て
は
い
る
が
、
大
学
教
授
た
る
者
も
、
同
学
が
官
僚
と
し
て
立
身
出
世
す
る
の
を
見
る
と
心

穏
や
か
で
は
お
ら
れ
ず
、
「
大
学
卒
業
生
の
多
数
は
、
官
府
に
衣
食
す
る
を
も
っ
て
出
身
の
捷
径
」
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
開
設
以
来
三

〇
年
が
経
過
し
た
が
、
「
い
わ
ゆ
る
僕
学
の
士
を
出
す
こ
と
き
わ
め
て
と
ぼ
し
き
を
免
れ
ず
、
そ
の
明
治
の
時
代
に
お
け
る
文
運
の
鼓
吹
者
と

し
て
、
後
世
に
特
標
す
べ
き
者
に
い
た
り
て
は
、
ほ
と
ん
ど
い
ま
だ
聞
く
こ
と
あ
ら
ざ
る
」
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
。

3　（3）
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一
方
、
関
西
の
学
術
が
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
多
く
の
僕
学
の
士
を
輩
出
し
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
「
こ
れ
京
都
大
学
な
る
も
の
は
、

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

ほ
と
ん
ど
撲
学
の
士
の
養
成
に
お
い
て
、
そ
の
最
大
の
天
職
を
帯
び
き
た
れ
る
こ
と
な
き
か
。
」
そ
し
て
「
ま
さ
に
開
か
る
べ
き
文
科
大
学
に

お
い
て
、
そ
の
教
授
が
も
っ
と
も
そ
の
撲
学
研
鐙
の
風
を
保
持
し
、
考
証
煩
預
の
弊
を
擶
脱
し
て
、
文
明
の
批
評
、
社
会
の
改
造
よ
り
見
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
し
、
古
来
関
西
学
者
に
特
有
せ
る
、
む
し
ろ
固
な
る
も
雑
な
ら
ず
、
む
し
ろ
竣
な
る
も
迂
な
ら
ざ
る
学
風
を
興
さ
ば
、
三
十
年
間
東
京
大

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

学
に
欠
乏
し
て
、
世
人
に
厭
飲
せ
し
め
ざ
り
し
新
思
想
の
特
拠
」
は
こ
こ
か
ら
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
京
都
大
学
の
中
央
政
府
に
遠
り
、
京
都
大
学
教
授
の
俗
界
の
名
利
に
浮
饗
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
境
遇
に
立
て
る
は
、
時
代
の
継
子
と
し
て
、
沈
滞
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
社
会
に
処
し
、
人
類
の
霊
能
を
発
揮
し
、
文
明
粉
飾
の
大
任
に
当
た
ら
ん
に
、
む
し
ろ
自
然
の
資
格
を
具
備
せ
る
者
と
い
う
べ
か
ら
ざ
る
か
、
し
か
し
て
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
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そ
の
成
功
す
る
や
、
あ
る
い
は
か
の
東
洋
流
な
る
薬
学
の
地
位
よ
り
超
越
し
て
、
一
蹴
し
て
泰
顯
学
者
の
社
会
の
尊
敬
を
受
く
る
が
ご
と
き
も
の
に
い

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
る
こ
と
を
得
ん
。
」
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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文
科
で
は
最
初
に
史
学
科
が
開
設
さ
れ
る
と
聞
く
が
、
「
吾
輩
は
現
在
東
京
大
学
の
史
学
研
究
の
方
針
に
つ
い
て
、
ま
た
鄙
見
あ
る
こ
と
を

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

免
れ
ざ
る
者
、
し
か
れ
ど
も
こ
れ
自
ら
他
日
の
別
論
を
要
す
。
」
と
い
う
一
文
を
い
さ
さ
か
唐
突
に
付
け
加
え
て
、
湖
南
の
論
説
は
終
わ
る
。

「
他
日
の
別
論
」
が
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
紙
上
に
書
か
れ
る
こ
と
は
終
に
な
か
っ
た
が
、
後
日
の
湖
南
の
諸
論
考
は
、
こ
の
「
別
論
」
で
述
べ

ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
彼
の
考
え
を
よ
り
旦
ハ
体
的
に
表
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
徹
頭
徹
尾
漢
文
調
の
こ
の
文
章
が
～
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
こ
の
一
世
紀
の
時
の
隔
た
り
を
如
実
に
示

し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
文
章
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
こ
の
文
体
で
思
考
す
る
こ
と
は
最
早
か
な
わ
な
い
。
「
文
運
」
は
衰

退
し
既
に
地
に
堕
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
湖
南
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
間
の
隔
た
り
は
、
改
め
て
計
測
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
吉
田
松
陰
の
幼
名
、
寅
次
郎
に
あ
や
か
っ
て
虎
次
郎
と
名
づ
け
ら
れ
、
戊
辰
戦
争
に
際
し
て
朝
敵
と
さ
れ
た
父
を
も
つ
湖
南
は
早
く
に
政
治

に
関
心
を
持
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
官
府
に
衣
食
」
す
る
途
は
そ
の
出
自
の
故
に
予
め
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
表
出
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を
求
め
て
溢
れ
だ
そ
う
と
す
る
自
ら
の
内
部
の
「
人
類
の
霊
能
」
（
根
源
的
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
を
ど
こ
へ
向
け
る
か
は
、
青
年
の
湖
南
に
と
り

喫
緊
の
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
が
設
定
し
た
二
つ
の
選
択
肢
の
内
、
体
制
の
顛
覆
を
謀
る
革
命
家
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
途
を
採
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

残
る
は
撲
学
の
徒
の
途
で
あ
り
、
事
実
、
新
聞
記
者
と
し
て
口
に
糊
し
つ
つ
日
本
史
や
中
国
史
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
湖
南
は
市
井
の
僕
学
の

徒
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
祖
母
、
白
石
流
の
「
実
学
を
名
と
し
て
…
…
小
技
彌
を
施
す
」
こ
と
は
、
彼
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

「
時
世
の
継
子
」
と
し
て
時
の
権
力
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
怠
学
の
徒
の
必
須
要
件
で
あ
っ
た
。
当
時
の
湖
南
が
同
時
代
の
「
泰

西
諸
国
」
の
学
術
の
状
況
に
ど
の
程
度
通
じ
て
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
が
、
実
際
上
、
一
九
世
紀
末
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
お
け
る
大
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
っ
た
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ム
と
カ
ン
ト
主
義
に
基
づ
く
、
啓
蒙
期
以
来
の
「
人
間
的
事
象
の
秩
序
」
の
追
求
と
、
湖
南
の
「
人
類
の
霊
能

の
発
揮
と
し
て
の
撲
学
」
と
は
相
似
で
あ
る
と
言
え
な
く
も
な
い
か
ら
、
彼
が
「
泰
西
諸
国
の
制
度
に
倣
い
」
設
立
さ
れ
る
文
科
大
学
で
撲
学

が
実
践
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
は
見
当
違
い
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
学
の
設
立
は
、
「
霊
能
」
を
体
制
顛
覆
と
い
う
物
騒
な
方
面
に

発
揮
し
て
、
諌
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
や
も
し
れ
ぬ
「
才
力
衆
に
抜
く
者
」
を
破
滅
か
ら
救
済
す
る
「
血
便
」
な
方
途
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
も

し
湖
南
が
内
な
る
反
逆
者
の
存
在
を
自
覚
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
存
在
を
押
さ
え
込
ん
で
お
く
た
め
に
も
、
彼
は
大
学
に
お
け
る
「
学
者

の
天
職
」
を
望
ん
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
二
重
の
仮
定
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
時

点
で
、
自
分
が
文
科
大
学
の
教
授
に
な
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
、
先
に
引
い
た
礪
波
の
推
測
と
は
逆
に
、
こ
の
文
章
は

湖
南
の
教
授
職
へ
の
立
候
補
宣
雷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
自
分
は
「
東
京
大
学
の
史
学
研
究
の
方
針
に
つ
い
て
、
鄙
見
あ
る
こ
と
を
免
れ

ざ
る
者
」
で
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
傍
点
付
き
で
強
調
し
た
真
意
は
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
帝
国
大
学
の
教
授
職
を
得
、
政
財
界
の
み
な
ら
ず
軍
部
と
も
か
か
わ
っ
た
湖
南
が
、
果
た
し
て
「
時
代
の
継
子
」
と
し
て
の
初
志
を
持
ち
続

け
た
か
否
か
即
断
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
時
代
か
ら
超
然
と
し
て
学
問
に
専
心
す
る
こ
と
を
善
し
と
す
る
「
撲
学
の
風
」
は
間
違
い
な
く
彼
と

そ
の
同
僚
た
ち
に
共
通
の
エ
ー
ト
ス
で
あ
り
、
そ
の
後
の
世
代
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
例
え
ば
、
湖
南
の
一
六
才
年
下
の
岡
僚
で
あ
っ
た
羽
田

亨
は
、
周
知
の
通
り
我
が
圏
に
お
け
る
中
央
ア
ジ
ア
史
、
就
中
古
代
ウ
イ
グ
ル
文
献
学
の
開
拓
者
と
し
て
多
く
の
業
績
を
挙
げ
た
が
、
学
部
長
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②

つ
い
で
総
長
と
い
う
大
学
行
政
の
重
責
を
担
っ
て
以
後
は
「
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
か
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
変
じ
」
、
満
蒙
調
査
会
、
日
満
文
化
協

会
を
通
じ
て
若
手
の
研
究
者
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
次
々
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画
し
て
は
、
い
ま
そ
の
詳
し
い
実
情
に
は
つ
ま
び
ら
か
で

な
い
が
、
政
府
や
軍
部
な
ど
か
ら
研
究
、
調
査
資
金
を
獲
得
し
、
研
究
者
を
組
織
し
て
経
済
的
に
も
彼
ら
の
生
活
を
支
え
た
。
資
金
を
提
供
し

た
側
は
当
然
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
が
直
接
的
に
「
役
立
つ
」
こ
と
を
期
待
し
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
者
の
方
に
は

そ
う
し
た
「
実
学
」
へ
の
志
向
は
極
め
て
希
薄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
な
業
績
は
、
例
え
ば
『
満
和
辞
典
』
で
あ
り
、
完
成
は
戦
後

に
な
っ
た
『
明
代
満
蒙
史
料
集
』
、
『
五
体
清
文
鑑
』
で
あ
り
、
は
た
ま
た
遼
代
の
陵
墓
の
調
査
等
々
で
あ
っ
た
。
羽
田
亨
の
子
息
、
羽
田
明
が

イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
研
究
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
「
戦
時
下
の
あ
る
研
究
組
織
に
加
わ
っ
て
「
清
朝
の
区
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
）
統
治
政
策
」
を
課
題
に
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
基
礎
に
な
っ
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
戦
前
、
戦
時
中
に
い
わ
ゆ

る
「
塞
外
史
」
や
中
央
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
後
に
も
触
れ
る
「
回
教
圏
」
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
背
景
に
、
研
究
者
を
そ
の
分
野
へ
と
誘
導

す
る
政
治
的
、
さ
ら
に
は
研
究
資
金
と
い
う
経
済
的
要
因
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
当
事
者
た
ち
も
そ
の
点
を
否
定
は
せ
ぬ
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
自
ら
の
研
究
が
占
領
地
政
策
や
戦
争
政
策
に
役
立
つ
と
は
、
殆
ど
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て

戦
後
に
な
っ
て
以
前
の
研
究
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
も
考
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
羽
田
明
の
よ
う
に
戦
時
中
の
研
究
を
そ
の
後
の

基
礎
に
し
た
場
合
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
小
野
川
秀
美
の
よ
う
に
、
古
代
突
厭
か
ら
辛
亥
革
命
へ
課
題
を
変
更
し
た
例
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

彼
が
突
厭
よ
り
辛
亥
革
命
の
重
要
度
が
高
い
と
判
断
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
カ
ー
ド
に
採
っ
て
整
理
す
る
彼
の
研
究
方
法
は
、
突
豚
碑

文
に
対
し
て
と
全
く
同
様
に
辛
亥
革
命
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
た
。
）
そ
う
し
た
連
続
が
可
能
で
あ
っ
た
原
因
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
自
分
た
ち
が

信
奉
す
る
実
証
主
義
に
基
づ
く
学
問
は
そ
れ
自
体
と
し
て
自
立
的
で
あ
り
、
国
家
社
会
と
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
思
想
も
し
く
は
気

分
を
研
究
者
た
ち
が
保
持
し
続
け
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
連
続
性
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
戦
前
を
清
算
し
て
い
な

い
と
し
て
戦
後
の
東
洋
史
学
を
批
判
す
る
姜
尚
中
に
論
拠
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
た
だ
し
、
姜
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
白
鳥
庫
吉
の

衣
鉢
を
継
ぐ
東
京
大
学
の
東
洋
史
学
は
、
白
鳥
史
学
と
は
「
異
質
な
、
き
わ
め
て
没
政
治
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
白
鳥
の
政
治
性
を
抜
き
取
っ

6　（6）
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④

て
客
観
主
義
、
純
粋
主
義
を
標
榜
し
た
が
故
に
、
戦
後
に
な
っ
て
人
間
不
在
の
歴
史
学
で
あ
っ
た
と
の
自
己
批
判
が
生
じ
た
と
い
う
事
実
を
姜

は
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。

　
で
は
、
素
朴
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
が
完
全
に
勝
利
を
収
め
た
か
に
見
え
る
現
在
、
湖
南
の
言
う
撲
学
は
既
に
跡
を
絶
っ
た
の
か
。
こ
う

い
う
文
脈
で
名
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
却
っ
て
迷
惑
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
近
目
賭
し
た
巨
編
の
論
考
に
基
づ
い
て
考
え
て
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
。
そ
の
二
編
と
は
、
間
野
英
二
と
評
議
直
樹
の
い
ず
れ
も
『
東
方
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
両
氏
の
論
文
は
同
じ
雑
誌
に
掲
載
さ

れ
た
と
は
い
え
、
か
た
や
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
中
央
ア
ジ
ア
史
、
か
た
や
中
国
近
代
史
と
全
く
異
な
る
分
野
に
属
す
る
。
し
か
し
、
双
方
を
共
に

一
読
し
た
者
は
、
こ
こ
に
あ
る
種
の
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
も
、
先
行
研
究
の
肩
の
上
に
乗

っ
て
な
に
が
し
か
新
た
な
知
見
を
追
加
す
る
と
い
う
体
の
も
の
で
は
全
く
な
い
。
既
成
の
何
々
学
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
や
何
々
主
義
と
い
う
よ
う

な
枠
組
を
利
用
し
て
、
自
ら
の
研
究
対
象
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
更
に
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
し
く
湖
南
の
言
う
「
む
し
ろ
固

な
る
も
雑
な
ら
ず
、
む
し
ろ
竣
な
る
も
澄
な
ら
ざ
る
」
体
の
も
の
で
あ
る
。
両
氏
の
仕
事
は
、
た
だ
対
象
と
す
る
テ
ク
ス
ト
に
ひ
た
す
ら
参
入

し
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
事
実
を
掌
握
し
、
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
に
尽
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
の
語
り
口
か
ら
は
、
テ
ク
ス
ト
そ

れ
自
体
、
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
の
著
者
に
対
す
る
、
両
氏
の
同
情
や
愛
惜
の
念
が
は
っ
き
り
と
窺
い
知
ら
れ
る
。
対
象
に
向
け
ら
れ
た
こ
の
～
種

の
共
感
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
『
バ
ー
ブ
ル
・
ナ
ー
マ
』
に
取
り
組
み
、
バ
ー
ブ
ル
の
文
章
の
み
な
ら
ず
そ
の
人
格
に
も
深
い
敬
愛
の
情
を
披

侵
し
て
い
る
間
野
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
梁
容
気
の
屈
折
し
た
行
動
や
作
為
を
暴
露
し
つ
つ
も
、
そ
の
作
為
が
梁
に
と
り
や
む
を
得
ざ
る
選
択

で
あ
っ
た
所
以
を
解
明
す
る
狭
間
の
場
合
に
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
両
氏
共
に
自
ら
の
研
究
に
「
現
代
的
な
意
義
」
が
存
在
す
る
と
い
う
類

の
主
張
と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
果
的
に
、
間
野
の
研
究
は
、
過
去
の
あ
る
特
定
の
社
会
に
お
い
て
「
身
振
り
」
が
持
っ
た
意
味

の
解
明
と
い
う
、
ア
ナ
ー
ル
派
な
ど
の
問
題
意
識
と
も
心
底
す
る
領
域
を
拓
い
て
い
る
点
で
、
ま
た
狭
間
の
そ
れ
は
、
近
代
の
中
国
が
生
み
出

さ
れ
て
き
た
「
歪
曲
し
た
」
歴
史
空
間
を
明
確
に
指
し
示
し
て
い
る
点
で
、
正
し
く
現
代
に
お
け
る
文
献
史
学
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
得
る

か
を
示
す
優
れ
た
例
証
で
あ
る
。
両
氏
の
こ
う
し
た
共
通
性
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
対
象
で
あ
る
テ
ク
ス
ト
へ
の
ひ
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た
す
ら
な
る
参
入
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
執
着
と
い
う
こ
と
自
体
は
全
て
の
優
れ
た
研
究
者
に
広
く
認
め
ら
れ
る
特
質
で
あ
っ
て
、

特
定
の
学
派
や
学
統
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
両
氏
の
こ
う
し
た
学
的
態
度
が
宮
崎
市
定
の
指
導
の
許
で
酒
養
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
湖
南
以
来
の
撲
学
の
風
は
現
在
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
、
未
だ
吹
き
止
ん
で
は
い
な
い
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
面
で

は
、
少
な
く
と
も
今
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
湖
南
と
わ
れ
わ
れ
の
問
に
目
立
っ
た
懸
隔
は
存
在
し
な
い
。

　
学
的
態
度
と
し
て
の
撲
学
の
内
実
は
現
在
も
か
く
存
在
し
続
け
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
外
的
な
環
境
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今

更
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
は
、
桑
田
変
じ
て
蒼
海
と
な
る
ほ
ど
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
「
泰
西
諸
国
の
制
度
に
倣
い
、
学
者
の
天
職
を

貴
重
す
る
風
を
移
植
せ
ん
」
と
し
て
設
立
さ
れ
た
大
学
の
「
時
代
の
継
子
」
と
し
て
の
有
り
様
は
、
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
積
極
的
に
望
ま
し
い
と
湖
南
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
文
章
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
如
く
、
そ
の
観
点
は
湖
南
を
大
学
に

迎
え
入
れ
た
当
時
の
大
学
当
局
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
風
気
は
、
文
科
大
学
設
立
以
降
一
世
紀
の
半
ば
を
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

え
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
ま
で
は
明
ら
か
に
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
変
化
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
改
め
て
こ
こ
で
論
じ
る

余
裕
も
な
い
が
、
た
だ
、
蛇
足
で
あ
る
こ
と
は
覚
悟
の
上
で
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
啓
蒙
期
に
始
ま
る
「
人
間
的
事
象
の
秩
序
」
一
切
の
探
求
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
れ
を
知
り
、
理
解
す
る
た
め
の
営
為
で
あ
り
、

人
文
学
は
そ
の
探
求
に
お
い
て
常
に
首
座
を
占
め
て
い
る
と
自
認
し
、
ま
た
一
般
に
も
そ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
知
識
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
が
、
今
や
ま
っ
た
き
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
人
間
的
事
象
の
秩
序
」
を
知
る
た
め

に
知
る
こ
と
に
代
わ
っ
て
、
い
ま
や
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
総
体
と
し
て
の
人
間
的
事
象
か
ら
そ
の
特
定
の
い
く
つ
か
の
部
位
を
切
り
離
し

て
操
作
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
も
し
く
は
操
作
可
能
で
あ
る
と
ひ
と
び
と
に
思
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
技
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク

ノ
ク
ラ
ー
ト
に
必
要
と
さ
れ
る
職
業
的
情
報
が
、
知
識
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
た
だ
ひ
た
す
ら
人
間
的
事
象
を
理
解
す
る
こ
と
に
資

す
る
だ
け
の
知
識
は
王
座
を
追
わ
れ
て
街
頭
を
彷
比
い
、
不
審
者
と
し
て
誰
何
さ
れ
て
は
、
自
己
の
存
在
証
明
を
提
示
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
「
実
学
を
名
と
し
…
…
経
世
の
用
な
き
を
も
っ
て
恥
と
し
、
斗
升
の
禄
を
得
て
、
小
技
禰
を
施
さ
ん
こ
と
を
希
う
」
者
の
出

8　（8）
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現
は
、
湖
南
の
言
の
如
く
過
去
に
も
見
ら
れ
た
現
象
で
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
現
今
の
よ
う
に
、
自
ら
の
「
小

技
禰
」
を
喧
伝
す
る
者
た
ち
の
売
り
声
が
、
こ
れ
ほ
ど
器
し
か
っ
た
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て
は
稀
で
あ
っ
た
し
、
経
世
の
用
に
立
た
な
い
と

さ
れ
る
学
問
に
対
す
る
冷
遇
は
ま
だ
し
も
、
冷
笑
が
か
く
も
～
般
的
風
潮
と
な
っ
た
時
代
は
、
誠
に
前
代
未
聞
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
文
学
の
徒
は
、
自
分
た
ち
の
み
が
悲
翻
の
現
場
に
立
ち
会
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
実
は
、
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
で
あ
る
法
学
部
や
経
済
学
部
で
既
に
起
こ

っ
た
、
も
し
く
は
現
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
同
根
、
同
質
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
人
文
学
と
棟
続
き
で
あ
る
、
法

と
秩
序
の
観
念
の
根
源
や
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
経
済
活
動
の
原
理
と
い
う
、
勝
れ
て
「
人
間
的
事
象
の
秩
序
」
の
重
要
な
一
部
分
を

認
識
す
る
た
め
の
学
問
で
あ
る
法
哲
学
や
経
済
原
論
が
、
現
実
の
社
会
の
操
作
方
法
を
教
授
す
る
こ
と
第
一
義
に
し
て
い
る
ら
し
い
そ
の
名
も

カ
タ
カ
ナ
表
記
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
に
軒
を
貸
し
て
母
屋
を
取
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
果
た
し
て
わ

た
く
し
の
僻
目
の
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
人
文
学
へ
の
冷
笑
が
、
「
小
技
禰
を
施
す
」
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
う
実
利
的
な
判
断
に
の
み
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
の
学
問
的
営
為
が
、
よ
く
人
間
的
事
象
の
秩
序
の
追
求
た
り
得
て
い
る
か
否
か
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
側
か
ら
も
改
め
て
問
い
直
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
人
間
的
事
象
」
の
地
平
が
急
速
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
現
在
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
間
い
直
し
は
一
層
不
可
避
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ノ
ム
分
析
や
D
N
A
鑑
定
の
進
歩
は
、
人
間
の
存
在
条
件
の
了
解
に
大
き
な
変
容
を
加
え
る
。
太
古
以
来
つ
い
こ
の
間

ま
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
う
よ
う
に
「
誰
が
自
分
の
父
か
を
「
知
る
」
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
た
だ
「
母
親
の
権
威
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

介
在
に
よ
り
」
、
（
中
略
）
「
信
ず
る
」
こ
と
が
で
き
る
だ
け
」
で
あ
っ
た
人
間
は
、
今
や
た
と
え
匿
名
の
男
性
の
精
子
に
よ
る
人
工
授
精
で
生

ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
D
N
A
鑑
定
に
よ
っ
て
そ
の
父
親
を
ほ
ぼ
確
実
に
特
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
一
事
の
み
に
よ
っ
て
、
人
間

的
事
象
の
根
幹
に
位
置
し
続
け
て
き
た
「
信
」
と
い
う
も
の
の
全
体
が
一
挙
に
否
定
さ
れ
る
訳
で
は
勿
論
な
い
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
が
『
信
の
効
用
』
で
述
べ
た
こ
と
の
信
用
性
が
部
分
的
に
せ
よ
傷
つ
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

9　（9）



　
D
N
A
鑑
定
と
い
う
薪
兵
器
を
振
り
か
ざ
す
遺
伝
学
者
た
ち
は
、
歴
史
の
陣
営
に
も
殺
到
し
て
い
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
専
門
家
た
ち

は
、
モ
ン
ゴ
ル
を
中
心
に
太
平
洋
か
ら
カ
ス
ピ
海
に
至
る
地
域
の
男
性
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
共
通
す
る
Y
染
色
体
を
発
見
し
、
そ
れ
に
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
突
然
変
異
の
数
か
ら
、
彼
ら
の
共
通
の
祖
先
が
生
き
て
い
た
の
は
お
よ
そ
千
年
前
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
こ
の
話
し
を
一
般
向
け
に
紹
介
し

た
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
サ
イ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
Y
染
色
体
に
斜
な
ら
ず
、
現
在
そ
の
子
孫
（
も
ち
ろ
ん
男
性
）
の

数
は
、
千
六
百
万
人
と
推
計
さ
れ
る
と
い
う
。
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
を
心
得
た
手
練
れ
の
英
国
の
遺
伝
学
者
は
、
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
領

土
と
女
た
ち
の
征
服
に
成
功
し
た
結
果
、
彼
の
染
色
体
が
繁
殖
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
本
人
が
、
み
ず
か
ら
の

Y
染
色
体
の
野
心
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
、
戦
で
も
寝
床
で
も
、
勝
利
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
読
者
の
気
を
引
い
て
い
る

が
、
遺
伝
子
を
擬
人
化
し
て
文
飾
を
施
す
の
は
、
噸
利
己
的
遺
伝
子
』
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
な
ど
も
愛
好
す
る
い
さ
さ
か
悪
辣
な
レ

ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
い
。
千
六
百
万
と
い
う
数
字
の
当
否
は
と
も
か
く
、
チ
ン
ギ
ス
蕎
の
繁
殖
と
い
う
事
象
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
る
の
は
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
期
以
降
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
展
開
し
た
歴
史
に
関
す
る
知
識
の
み
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
歴
史
研
究
者
が
遺
伝
学

者
の
新
兵
器
に
よ
っ
て
文
献
と
い
う
武
装
を
解
除
さ
れ
て
放
逐
さ
れ
る
に
は
早
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
歴
史
研
究
が
こ
の
新
兵
器
並
び
に
そ
の
効

能
に
無
知
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
科
学
上
の
新
知
見
は
、
正
確
に
理
解
さ
れ
ず
と
も
言
葉
と
し
て
社
会
的
に
流
通
す
る
。
例
え
ば
、
つ
い
先
頃
ま
で
国
家
主
義
的
な
人
々
の
常

套
句
で
あ
っ
た
「
日
本
人
の
血
」
は
、
近
頃
で
は
ほ
ぼ
完
全
に
「
日
本
人
の
D
N
A
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
最
近
で
は
「
女
系
天
皇
」
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

対
す
る
保
守
派
の
論
拠
と
し
て
、
も
っ
と
も
ら
し
く
「
神
武
以
来
の
Y
染
色
体
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
先
の
チ
ン
ギ
ス
喬
の
場
合

と
同
様
、
政
治
的
権
力
と
社
会
的
地
位
が
生
物
学
的
繁
殖
に
有
利
に
働
い
て
い
た
と
す
る
と
、
「
神
武
天
皇
の
Y
染
色
体
」
こ
そ
が
、
こ
の
列

島
で
最
も
成
功
を
収
め
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
持
つ
こ
と
が
皇
位
の
必
要
条
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
D
N
A
鑑
定
に
よ
っ
て
そ
の
条
件

を
満
た
す
有
資
格
者
を
発
見
す
る
こ
と
は
科
学
的
に
不
鳶
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
む
し
ろ
そ
の
有
資
格
者
の
数
が
多
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
で
あ
る
。
「
神
武
の
Y
染
色
体
」
と
い
う
疑
似
科
学
的
主
張
は
些
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
神
武
の
曾
祖
父
で
あ
る
皇
孫

10 （IO）
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（
す
め
み
ま
）
に
伝
え
ら
れ
た
Y
染
色
体
を
そ
も
そ
も
皇
御
祖
（
す
め
み
お
や
）
は
ど
こ
か
ら
調
達
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
か
と
合
い
の
手
を
入
れ
た

く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
笑
い
話
で
は
済
ま
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
天
皇
制
と
は
何
か
と
い
う
、
勝
れ
て
歴
史
的
で
あ
り
か

つ
現
代
的
で
も
あ
る
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
問
題
に
は
従
来
の
歴
史
学
の
守
備
範
囲
を
超
え
る
議
論
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
文
字
文
明
が
出
現
し
て
以
来
五
千
年
、
思
考
を
文
字
に
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
定
着
さ
れ
た
文
字
を
巡
っ
て
思
考
す
る
こ
と

が
、
人
間
の
知
的
営
為
の
ほ
と
ん
ど
全
体
で
あ
っ
た
と
傷
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
こ
の
基
本
的
な
枠
組
の
変
化
の
と
ば
口
に
立
っ
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
認
知
科
学
や
神
経
科
学
の
み
な
ら
ず
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
宇
宙
論
そ
れ
自
体
が
人
間
存
在
の
了
解
の
仕
方
を
変
更
し
つ
つ
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
言
う
よ
う
に
「
人
類
は
後
退
り
し
な
が
ら
未
来
に
入
っ
て
い
く
」
も
の
な
ら
ば
、
後
ろ
向
き
の
目
に

映
る
人
間
的
事
象
の
秩
序
を
知
り
、
了
解
し
、
記
録
す
る
作
業
は
、
依
然
と
し
て
誰
か
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
営
為

は
、
現
今
オ
タ
ク
と
称
さ
れ
る
好
事
家
の
営
み
に
外
見
上
似
て
い
な
く
も
な
く
、
そ
れ
故
に
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
で
は
世
の
冷
笑
す

る
と
こ
ろ
と
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
再
び
湖
南
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
体
翻
顛
覆
と
い
う
未
来
へ
の
投
企
の
代
償
行
為
で
あ

る
こ
と
を
、
こ
れ
を
志
す
者
は
常
に
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
撲
学
研
鑛
の
風
を
持
す
」
こ
と
は
、
「
考
証
煩
項
の
弊
を
擢
脱
」
す
る
こ

と
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
な
ら
、
重
箱
に
穴
を
開
け
て
し
ま
う
ま
で
つ
つ
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。

①
こ
の
用
語
は
、
中
川
久
定
『
啓
蒙
の
世
紀
の
光
の
も
と
で
ー
デ
ィ
ド
ロ
と

　
刷
百
科
全
書
』
！
』
三
九
六
ペ
ー
ジ
か
ら
の
借
屠
で
あ
る
。

②
第
四
六
園
乗
出
記
念
館
講
演
会
（
二
〇
〇
一
年
六
月
二
日
）
に
お
け
る
「
羽
田

　
博
士
の
歴
史
学
」
と
題
す
る
佐
藤
長
の
講
演
中
で
の
発
雷
。
こ
の
講
演
会
は
「
羽

　
醗
亨
博
士
の
人
と
学
問
」
と
い
う
テ
…
マ
で
開
催
さ
れ
、
間
野
英
二
は
「
羽
出
博

　
士
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
」
と
題
し
て
講
演
を
行
い
、
羽
田
の
業
績
か
ら
「
受
け

　
継
い
だ
も
の
」
の
重
要
性
を
強
調
し
、
「
加
え
た
も
の
・
発
展
さ
せ
た
も
の
」
を

　
列
挙
し
た
。
間
野
が
批
判
す
べ
き
も
の
或
い
は
克
服
す
べ
き
も
の
に
言
い
及
ば
な

　
か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
羽
田
の
学
問
の
内
に
批
判
す
べ
き
要
素
の
存
在
を
全
く

　
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

③
羽
田
明
『
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
』
臨
川
書
店
、
昭
和
五
七
年
、
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑧
村
松
潤
「
白
鳥
庫
吉
」
江
上
波
男
編
『
東
洋
学
の
系
譜
』
大
修
館
書
店
、
一
九

　
九
二
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
。

⑤
間
野
英
二
門
十
五
・
十
六
世
紀
、
申
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
君
臣
儀
礼
1
そ
の

　
一
　
会
見
の
儀
礼
一
」
『
東
方
学
』
第
百
九
輯
一
狭
間
直
樹
「
諏
簸
川
『
仁

　
学
』
の
刊
行
と
弱
年
超
」
魍
東
方
学
触
第
百
十
輯
。
な
お
、
狭
間
に
は
、
こ
の
論
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文
の
続
編
で
あ
る
「
歴
史
家
和
其
所
写
釣
伝
記
！
関
空
梁
撰
両
論
〈
諏
嗣
同

　
伝
〉
及
其
宅
1
」
が
あ
る
が
未
刊
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
原
稿
の
段
階
で
一
読

　
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
論
文
は
先
の
論
考
に
も
増
し
て
、
こ
こ
に
書

　
及
す
る
に
相
応
し
い
も
の
だ
と
考
え
る
。

⑥
六
〇
年
代
末
か
ら
の
「
大
学
闘
争
」
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
、
僕
学
の

　
途
に
入
り
か
け
た
者
た
ち
が
時
代
に
触
発
さ
れ
て
「
激
昂
憤
発
扁
し
た
結
果
で
あ

　
つ
た
と
も
白
い
う
る
。
「
東
大
闘
争
」
の
資
料
を
長
年
に
わ
た
っ
て
丁
寧
に
収
集
、

　
編
纂
し
た
山
本
義
隆
の
作
業
は
、
「
彫
虫
の
技
」
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
の

　
大
著
欄
重
力
の
発
見
輪
は
科
学
史
に
お
け
る
僕
学
で
あ
る
。

⑦
塩
川
徹
也
糊
虹
と
秘
蹟
パ
ス
カ
ル
〈
見
え
な
い
も
の
〉
の
認
識
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
一
二
、
　
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

⑧
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
サ
イ
ク
ス
（
大
野
晶
子
訳
）
『
ア
ダ
ム
の
呪
い
』
ソ
ニ
ー
・
マ

　
ガ
ジ
ン
ズ
、
二
〇
〇
四
、
二
四
四
ペ
ー
ジ
以
下
。

⑨
中
野
正
志
「
女
系
天
皇
で
い
け
な
い
の
か
」
『
〉
国
幻
と
6
㎝
μ
卜
・
．
O
．
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歴
史
の
「
内
」
と
「
外
」

　
わ
れ
わ
れ
の
東
洋
学
も
し
く
は
東
洋
史
学
が
「
人
間
的
事
象
の
秩
序
」
探
求
の
～
部
分
を
構
成
す
る
と
し
て
、
で
は
わ
れ
わ
れ
の
探
求
は

「
東
洋
」
に
対
し
て
如
何
な
る
正
当
性
を
主
張
し
う
る
の
か
。
ム
フ
を
去
る
二
〇
年
の
昔
の
一
九
八
六
年
、
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
ー
教
団
を
主
題

に
し
て
開
催
さ
れ
た
学
会
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
っ
た
際
、
教
団
に
属
す
る
人
々
の
自
己
認
識
と
、
外
部
か
ら
観
察
す
る
者
の
認
識
と
の
齪
齢

に
ふ
れ
て
、
「
外
部
か
ら
の
観
察
者
は
そ
の
認
識
の
正
当
性
を
如
何
に
し
て
内
部
の
人
々
に
主
張
し
う
る
か
。
抑
も
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る

根
拠
を
持
ち
う
る
の
か
。
近
年
以
来
「
東
洋
学
」
が
問
わ
れ
て
い
る
問
題
に
こ
こ
で
も
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
感
じ
た
」
と
い
う
感
想
を
記

　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
近
年
以
来
云
々
」
と
言
っ
た
の
は
、
確
か
そ
の
四
年
ほ
ど
前
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
』
の
仏
訳
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
原
著
の
初
版
は
一
九
七
八
年
）
。
そ
し
て
、
こ
の
拙
文
を
草
し
た
年
の
秋
に
は
そ
の
『
オ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
た
。
サ
イ
ー
ド
は
、
「
私
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
怠
慢
は
知
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
（
中
略
）
も
し
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
知
識
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
陥
る
魅
惑
的
な
堕
落
の
姿
に
気
づ
か
せ
る
点
に
あ
る
。
」
と
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
に
対
し
て
も
容
赦
の

な
い
死
刑
判
決
を
下
す
一
方
で
、
「
い
わ
ゆ
る
地
域
研
究
に
お
け
る
「
脱
植
民
地
化
」
の
新
機
軸
」
（
訳
書
三
工
九
ペ
ー
ジ
）
や
、
ク
リ
フ
ォ
ー

ド
・
ギ
ア
ー
ツ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ル
ク
、
マ
キ
シ
ム
・
ロ
ダ
ン
ソ
ン
、
ア
ン
ワ
ー
ル
・
ア
ブ
デ
ル
マ
リ
ク
ら
「
方
法
論
的
自
覚
」
を
有
す
る
研
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究
者
の
研
究
に
期
待
感
を
表
明
し
つ
つ
も
、
「
我
々
は
異
文
化
を
い
か
に
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
」
と
い
う
自
ら
の
設
問
に
十
分

な
解
答
は
与
え
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
サ
イ
ー
ド
が
援
用
す
る
フ
ー
コ
ー
流
の
知
識
睡
権
力
論
や
、
純
粋
な
客
観
知
の
不
可
能
性
を
敷
凝
す
る

な
ら
ば
、
「
方
法
論
的
自
覚
」
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
他
者
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
言
説
は
、
審
理
抜
き
に
有
罪
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
や

ロ
ダ
ン
ソ
ン
の
仕
事
も
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
し
て
況
や
私
如
き
の
営
為
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
こ
で
、
率
直
に
い
う
と
、
私
は
大
し
て

煩
悶
し
た
訳
で
も
な
い
が
、
「
外
部
観
察
者
の
認
識
の
正
当
性
」
に
つ
い
て
の
自
ら
の
問
題
意
識
を
自
覚
的
に
す
こ
し
遠
ざ
け
る
こ
と
に
し
た
。

「
知
的
人
間
的
怠
慢
」
と
の
誹
り
は
免
れ
得
な
い
。
そ
の
間
に
も
サ
イ
ー
ド
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
は
増
殖
し
続
け
、
例
え
ば
あ
る
イ
ン
ド
人
の
ロ

シ
ア
文
学
観
究
者
（
彼
女
は
著
名
な
作
家
の
娘
で
、
モ
ス
ク
ワ
に
長
期
の
留
学
を
し
て
ル
ム
ン
バ
人
民
友
好
大
学
の
学
位
を
取
得
し
た
、
歴
然
た
る
旧
ソ
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

体
制
の
受
益
者
で
あ
る
）
は
、
『
ロ
シ
ア
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
を
著
し
て
、
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
へ
て
ア
ン
ド
レ

イ
・
プ
ラ
ト
ー
ノ
ブ
に
至
る
コ
ー
カ
サ
ス
と
中
央
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
語
っ
た
ロ
シ
ア
人
た
ち
を
、
非
難
を
こ
め
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
呼
び
、

原
著
者
の
意
を
正
確
に
体
し
た
日
本
語
版
の
訳
者
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
東
洋
蔑
視
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
を
東
洋
蔑
視
者
と
翻
訳
し
た

う
え
で
、
ご
丁
寧
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
ル
ビ
を
振
っ
た
。
こ
の
本
は
狭
義
の
東
洋
学
と
東
洋
学
者

を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
（
バ
ル
ト
リ
ド
の
名
で
す
ら
、
四
カ
所
に
現
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
）
し
か
し
、
よ
り
広
い
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ

て
、
東
洋
学
と
東
洋
学
者
と
い
う
名
辞
は
か
く
も
蔑
視
さ
れ
る
存
在
に
成
り
果
て
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
我
が
国
の
「
東
洋
学
」
界
の
大
勢
は
、
私
の
場
合
の
よ
う
に
自
覚
的
に
遠
ざ
け
た
か
、
或
い
は
初
め
か
ら
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ

た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
が
提
起
し
た
問
題
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。
既
に
杉
田
英
明
が
、
『
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
に
付
せ
ら
れ
た
解
説
に
お
い
て
、
「
い
っ
ぽ
う
、
い
ま
中
東
に
そ
く
し
て
考
え
た
「
日
本
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
問
題

は
、
日
本
と
東
ア
ジ
ア
（
と
く
に
中
国
・
朝
鮮
）
と
の
歴
史
的
関
係
を
考
え
る
と
き
に
も
同
様
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
（
至
ハ
八
ペ
ー
ジ
）
」
と
指

摘
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
格
的
に
東
ア
ジ
ア
に
関
す
る
「
日
本
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
を
問
題
に
し
た
の
は
、
政
治
学
者
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
⑤

書
淫
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
作
で
姜
は
、
サ
イ
ー
ド
の
忠
実
な
学
生
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
理
論
の
確
認
か
ら
は
じ
め
て
、
新
渡
戸
稲
造
と
矢
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内
原
患
雄
の
「
植
民
思
想
と
、
そ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
編
成
が
、
戦
後
も
ほ
と
ん
ど
無
傷
の
ま
ま
生
き
延
び
て
き
た
こ
と
は
容
易
に
想

像
が
つ
く
は
ず
（
＝
八
ペ
ー
ジ
）
」
で
あ
り
、
白
鳥
庫
吉
の
史
学
は
、
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
ト
を
奪
取
し
て
日
本
の
東
洋
に
変
え
る
こ
と
を
企
図

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
日
清
戦
争
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
制
度
化
さ
れ
た
学
問
の
体
系
と
し
て
、
「
東
洋
」
に
つ
い
て
の
知
的
権
威
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
「
東
洋
史
学
」
の
呪
縛
は
完
全
に
解
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
～
四
六
ペ
ー
ジ
）
」
と
「
日
本
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
」
が
生
き
続
け
て
い
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
現
在
の
東
洋
史
学
に
関
し
て
は
よ
り
直
裁
に
、
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
「
著
作
と
著
作
を

引
用
す
る
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
洋
史
学
は
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
部
分
的
な
修
正
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
戦
後
の
中
に
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
耐
久
力
と
持
続
力
を
伝
え
て
き
た
と
も
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
東
洋
史
学
は
、
日
本
の
近
代
化
が
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
と

も
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
歪
ん
だ
構
図
を
最
も
凝
縮
し
た
形
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
。
（
一
三
一
ペ
ー
ジ
）
」
と
の
批
判
を
加
え
た
。
日
本
の
近

代
化
の
歪
ん
だ
構
図
の
代
表
と
い
う
一
学
問
分
野
に
は
過
大
と
も
見
え
る
評
価
を
受
け
な
が
ら
も
、
東
洋
史
学
の
側
か
ら
は
、
こ
れ
に
対
す
る

反
論
も
、
勿
論
同
調
も
、
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
東
洋
史
研
究
者
た
ち
は
、
と
り
あ
え
ず
は
「
著
作
と
著
作
の
引
用
の
シ
ス
テ

ム
」
に
取
り
組
む
の
に
忙
し
い
か
ら
か
、
姜
の
批
判
し
て
い
る
「
東
洋
史
学
」
は
、
自
分
た
ち
の
本
当
の
東
洋
史
学
と
は
関
係
の
な
い
別
物
だ

と
思
っ
て
い
る
か
ら
か
、
或
い
は
、
問
題
を
も
う
少
し
先
送
り
し
て
お
こ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
羽
田
正
の
近
著
『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
創
造
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
）
は
、
姜
の
論
難
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

何
ほ
ど
か
そ
れ
に
関
わ
り
合
う
議
論
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
羽
田
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
い
う
概
念
が
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
初
め
か
ら
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
は
じ
め

に
こ
の
名
前
を
持
つ
空
間
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
枠
組
に
従
っ
て
空
間
の
特
徴
が
紡
ぎ
出
さ
れ
た
の
だ
。
一
九
世
紀
的
世
界
認
識
に
基
づ
く
地
域

設
定
は
、
現
代
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
世
界
史
に
は
も
は
や
不
要
で
あ
る
。
（
二
九
四
ペ
ー
ジ
）
」
と
述
べ
て
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
い
う

概
念
を
廃
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
（
つ
ま
り
こ
の
書
は
、
タ
イ
ト
ル
の
7
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
創
造
瞼
で
は
な
く
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
解
体
」

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
）
こ
の
結
論
を
導
く
過
程
で
、
羽
田
は
、
日
本
で
は
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
突
如
と
し
て
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
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の
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
「
回
教
圏
」
と
い
う
概
念
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
、
こ
の
概
念
は
当
時
の
大
ア
ジ
ア
・
王
義
や
大
東
亜
共
栄
圏
の
思
想
に
極
め

て
適
合
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
回
教
圏
」
は
理
念
と
し
て
の
全
ム
ス
リ
ム
の
共
同
体
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
に
ム
ス
リ
ム
が
多
く
居
住
す
る
地

域
を
意
味
し
、
こ
の
理
念
と
現
実
を
一
体
化
す
る
独
特
の
概
念
は
、
現
代
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
研
究
者
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
、

ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
り
國
教
圏
は
そ
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
戦
前
・
戦
中
の
考
え
方
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
勃
興
以
後
の
西
ア
ジ
ア
や
中
東
地
域

の
歴
史
が
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
東
洋
史
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
、
従
っ
て
現
在
日
本
の
大
学
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
史
が
東
洋
史
の
範
疇
に

入
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ジ
ア
主
義
や
大
東
亜
共
栄
圏
の
遺
産
で
あ
る
と
言
い
う
る
こ
と
な
ど
を
明
快
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。
羽
田
は
さ
ら
に
、

現
在
の
日
本
の
研
究
者
が
対
象
と
す
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
が
欧
米
の
研
究
者
の
そ
れ
と
完
全
に
重
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
彼
我

の
研
究
の
ス
タ
ン
ス
の
相
違
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
日
本
人
研
究
者
が
し
ば
し
ば
従
来
の
欧
米
の
研
究
に
見
ら
れ
る
偏
見
・
バ
イ

ア
ス
を
批
判
し
、
研
究
対
象
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
社
会
に
深
い
共
感
を
抱
き
、
さ
ら
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
評
価
し
て
、
む
し
ろ
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
に
近
い
と
も
み
な
し
う
る
ス
タ
ン
ス
を
取
る
の
は
、
回
教
圏
研
究
、
さ
ら
に
は
そ
の

源
流
で
あ
る
タ
タ
ー
ル
人
パ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
に
ま
で
遡
る
、
戦
前
・
戦
時
中
の
研
究
視
角
の
継
承
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
史
研
究
の
制
度
的
存
在
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
エ
ー
ト
ス
ま
で
も
が
大
東
亜
共
栄
圏
の
残
津
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
は
、

少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
が
思
わ
ず
自
分
の
尾
舐
骨
の
あ
た
り
を
ま
さ
ぐ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
コ
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
が
創
造
し
た
マ
イ
ナ
ス
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
い
う
概
念
は
、
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、

バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
見
方
や
意
見
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
（
二
九
六
ペ
ー
ジ
）
」
と
い
う
羽
田
の
事
実
認
識
に
間
然
す
べ
き
と
こ
ろ
は
い
さ
さ

か
も
な
い
。
た
だ
こ
の
事
実
認
識
は
、
こ
れ
に
続
く
文
章
「
今
日
、
少
な
く
と
も
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
う
べ
き

で
は
な
い
。
こ
の
概
念
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
大
枠
と
し
て
採
用
し
て
構
想
さ
れ
た
東
洋
学
者
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」

史
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
」
を
十
分
に
導
き
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
た
ち
日
本
人
」
で
は
な
い
、
例
え
ば
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
が
「
こ

の
よ
う
な
考
え
方
」
に
従
う
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
か
、
な
ど
と
い
う
混
理
屈
に
類
す
る
こ
と
は
言
わ
ぬ
に
し
て
も
、
我
々
が
決
別
す
べ
き
は
、
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ま
ず
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
見
方
や
意
見
」
で
あ
っ
て
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
は
、
さ
ら
な
る

検
証
の
課
題
と
し
て
残
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
羽
田
か
ら
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
「
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
見
方
や

意
見
」
は
不
可
分
で
あ
り
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
廃
棄
す
る
ほ
か
な
い
と
の
圓
答
が
戻
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
事
象
を

理
解
す
る
た
め
に
立
て
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
は
、
そ
れ
自
体
が
歴
史
社
会
的
産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
そ
の
出
自
と
成
長
過
程
の
刻

印
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
ま
た
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
羽
田
は
、
旧
来
の
世
界
史
理
解
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
「
歴
史
的
地

域
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
こ
れ
は
「
過
去
の
あ
る
時
代
に
～
つ
の
地
域
を
設
定
し
、
そ
の
全
体
像
を
地
域
研
究
的
手
法
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
た
上
で
、
現
代
世
界
を
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
地
域
が
い
く
つ
も
積
み
重
な
っ
た
う
え
に
成
立
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
九
八
ペ
ー
ジ
）
」
と
の
見
取
り
図
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
歴
史
的
地
域
」
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
「
歴
史
世
界
」
と

ど
こ
が
違
う
の
か
、
そ
も
そ
も
「
過
去
の
あ
る
時
代
に
一
つ
の
地
域
を
設
定
す
る
」
こ
と
は
、
歴
史
的
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
の
創
造
と
同
じ

轍
を
踏
む
も
の
で
は
な
い
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
す
る
方
向
は
全
く
逆
で
あ
り
な
が
ら
も
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
」
の
内
部
と
外
部
が
声
を
合
わ
せ
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
の
特
殊
性
を
高
唱
す
る
現
状
に
対
す
る
羽
田
の
苛
立
ち
を
私
は
共
有
す
る
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
の
概
念
を
捨
て
る
こ
と
が
新
た
な
展
望
へ
の
前
提
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。

　
羽
田
の
議
論
は
徹
底
的
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
対
概
念
で
あ
る
か
ら
、
「
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
」
を
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
枠
組
も
使
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
二
九
七
ペ
ー
ジ
）
」
と
い
う
主
張
に
行
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

着
く
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
史
の
専
門
家
は
突
然
降
り
か
か
っ
て
き
た
火
の
粉
に
驚
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
史
の
方

も
、
「
西
洋
史
」
と
い
う
身
分
違
い
の
歴
々
た
る
心
中
相
手
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
喜
ん
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
近
代
以
降

に
限
っ
て
い
え
ば
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
対
概
念
は
ひ
と
り
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
す
べ
て
」

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
一
切
お
蔵
入
り
に
し
て
し
ま
え
ば
、
確
か
に
バ
ラ
バ
ラ
の
「
地
域
」
と
い
う
概
念
だ
け
が
残
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
そ
の
際
に
は
「
地
域
」
の
設
定
の
恣
意
性
も
ま
た
生
き
残
る
の
で
あ
る
。

ユ6（16）
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羽
田
は
、
現
在
の
E
U
域
内
に
す
む
人
々
と
イ
ス
ラ
イ
ム
主
義
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
史
や
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
史
を
記

す
こ
と
は
、
彼
ら
の
自
由
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
「
し
か
し
、
現
代
の
私
た
ち
に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
～
緒
に
な
っ
て

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
史
や
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
史
を
い
か
に
描
く
か
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
段
高
い
立
場
に
立
っ
て
全
体
を
鳥
山
し
、

一
九
世
紀
以
来
い
く
つ
も
の
人
々
の
集
団
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
確
立
の
た
め
に
歴
史
を
必
要
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
記
し
、

そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
二
九
七
ぺ
…
ジ
）
」
と
述
べ
る
。
「
こ
れ
ら
の
人
々
」
が
具
体
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
」
や
「
ム
ス
リ
ム
」
を
指
す
こ
と
は
自
明
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
＝
段
高
い
立
場
に
立
っ
て
全
体
を
鳥
撃
し
」
う
る
「
私
た
ち
」
と
は

一
体
誰
の
こ
と
な
の
か
。
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
批
判
は
、
「
高
い
立
場
」
か
ら
、
他
者
の
存
在
の
有
り
よ
う
に
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
す

る
知
識
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
「
私
た
ち
」
が
「
少
な
く
と
も
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち

は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
文
章
に
現
れ
る
「
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち
」
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
東
洋
に
か

ん
す
る
知
的
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
東
洋
史
学
」
と
い
う
姜
の
論
難
を
再
び
蒙
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
今
度
は
「
東
洋

と
西
洋
に
か
ん
す
る
知
的
権
威
」
と
口
話
い
換
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
や
「
ム
ス
リ
ム
」
は
自
分
た
ち
の
歴
史
だ
と
思
う

も
の
を
自
由
に
書
け
ば
よ
い
。
た
だ
「
私
た
ち
」
は
そ
れ
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
な
く
「
私
た
ち
」
の
歴
史
記
述
の
構
築
を
目
指
す
、
と
い
う
羽

田
の
立
場
は
羨
ま
し
い
ほ
ど
に
晴
朗
で
一
点
の
陰
影
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
陰
影
の
な
さ
は
、
「
外
部
観
察
者
の
認
識
の
正
当
性
」
の
問
題

を
全
く
念
頭
に
上
せ
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
が
、
い
方
私
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
二
〇
年
来
の
宿
痢
で
あ
り
、
い
ま
も
っ
て
治
癒
の
見

込
み
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
念
の
た
め
に
付
け
加
え
る
と
、
私
は
「
内
部
の
者
の
自
己
認
識
」
を
ひ
た
す
ら
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
内

部
の
自
己
認
識
」
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
言
説
は
、
外
部
の
観
察
者
の
検
証
の
対
象
と
な
る
。
堂
々
巡
り
に
な
る
け
れ
ど
も
、
問
題
は
そ
の
検

証
の
結
果
を
、
あ
な
た
方
の
自
己
認
識
に
は
誤
り
が
あ
る
、
と
い
っ
て
差
し
出
す
た
め
に
外
部
の
観
察
者
に
必
要
と
さ
れ
る
資
格
は
何
か
と
い

う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
資
格
に
は
最
低
限
、
観
察
の
対
象
で
あ
る
早
々
に
対
す
る
何
ら
か
の
意
味
で
の
（
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
実
存
的
と
い
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っ
て
も
よ
い
）
共
感
も
し
く
は
同
情
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
測
で
き
る
。
（
先
に
挙
げ
た
間
野
と
狭
間
の
論
考
に
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
同

情
が
見
ら
れ
る
。
）

　
ま
た
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
か
ら
の
亡
命
者
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
生
き
た
サ
イ
！
ド
や
、
在
日
韓
国
人
と
し
て
日
本
語
で
発
言
す
る
姜
尚
中
の
例

を
改
め
て
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
現
代
に
あ
っ
て
は
そ
も
そ
も
内
と
外
の
境
界
は
ま
っ
た
く
分
明
で
は
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
を
書
く
と
い

う
営
為
と
の
関
連
で
い
う
な
ら
、
ひ
と
ま
ず
は
羽
田
の
い
う
「
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
の
た
め
に
」
自
ら
の
歴
史
を
必
要
と
す

る
人
々
を
、
彼
ら
の
歴
史
の
「
内
部
」
に
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
中
国
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
出
身
で
あ
る
楊
海
魚

　
　
⑦

の
近
著
に
よ
っ
て
歴
史
の
忘
却
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
「
モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
文
人
た
ち
」
は
ま
さ
し
く
、
内
部
の
歴
史
を
内
部
に
向
け
て
記
述
し

た
人
々
で
あ
り
、
楊
自
身
は
と
い
え
ば
そ
う
し
た
人
々
が
存
在
し
た
こ
と
を
外
部
に
向
け
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
華
人
民
共
和

国
に
包
摂
・
融
解
さ
れ
得
な
い
内
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
「
内
部
」
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
楊
自
身
が
別
の
論

⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

考
で
言
及
し
て
い
る
、
「
漢
族
を
核
心
に
他
民
族
を
吸
収
し
て
い
く
融
合
論
」
で
あ
る
費
考
通
の
「
中
華
民
族
」
論
に
対
し
、
具
体
例
を
も
っ

て
反
駁
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
視
座
を
費
考
通
の
が
わ
に
移
す
と
、
そ
の
理
論
は
「
中
華
世
界
」
と
い
う
彼
に
と
っ
て
の
内
部
を
強
固

に
樹
立
す
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
楊
の
内
部
は
モ
ン
ゴ
ル
で
あ
り
、
費
の
そ
れ
は
現
実
の
中
華
人
民
共
和
国
で
あ
る
。

紛
れ
も
な
い
多
民
族
国
家
で
あ
る
中
華
人
民
共
和
国
に
複
数
の
自
立
し
た
内
部
が
存
在
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
は
、
「
中
華
民
族
衆
多
元

　
　
　
⑩

一
体
格
周
」
（
中
華
民
族
の
多
元
で
あ
り
な
が
ら
　
体
で
あ
る
存
在
様
式
）
こ
そ
が
、
中
国
史
全
体
を
貫
く
原
則
で
あ
る
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
う
し
た
本
質
主
義
的
な
費
考
通
の
理
論
は
、
王
桐
の
近
著
に
お
い
て
も
忠
実
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
王
は
「
中
華
文
化
が
「
多
民
族
的
」

性
格
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
は
、
中
華
文
化
の
形
成
期
に
「
中
原
」
「
中
国
」
「
中
華
」
と
い
う
舞
台
で
政
治
的
主
役
を
演
じ
た
の
が
原
住
民
の

漢
族
の
人
々
で
は
な
く
、
周
辺
か
ら
入
っ
て
き
た
異
民
族
の
支
配
者
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
中
華
文
化
は
周
辺
の
人
々
を
排
除
す

る
の
で
は
な
く
、
受
け
入
れ
て
共
存
共
栄
す
る
こ
と
を
正
当
な
政
治
権
力
の
象
徴
と
す
る
文
化
と
な
っ
た
。
こ
の
点
を
理
解
す
れ
ば
、
中
国
が
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な
ぜ
最
初
か
ら
多
民
族
国
家
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
中
国
に
と
っ
て
の
多
民
族
国
家
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
、

は
じ
め
て
理
解
で
き
る
・
（
…
m
↑
ジ
）
し
と
い
惣
起
源
に
お
け
る
多
元
性
を
強
調
す
る
・
し
か
し
な
が
ら
・
そ
の
「
中
華
文
化
」
な
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

は
、
礼
教
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
中
華
文
化
」
は
「
人
間
が
「
文
化
」
（
の
実
施
）
に
よ
っ
て
、
非
「
中
華
」
か
ら
「
中
華
」
に
変
身

し
う
る
と
い
う
論
理
を
内
包
し
て
い
た
（
＝
天
ー
ジ
）
」
が
ゆ
え
に
「
中
華
文
化
の
空
間
は
か
つ
て
の
「
中
原
」
か
ら
十
数
倍
に
も
拡
大
し
た

（
二
…
　
ペ
ー
ジ
）
」
と
始
原
と
現
在
を
無
媒
介
に
結
合
し
た
う
え
で
、
「
し
か
し
、
こ
の
基
本
的
な
事
実
に
関
し
て
、
特
に
中
国
以
外
に
お
い
て

多
く
の
研
究
者
は
完
全
に
目
を
つ
む
り
、
中
華
が
夷
秋
に
対
し
て
差
別
的
・
搾
取
的
で
あ
る
と
一
方
的
に
批
判
し
て
き
た
。
確
か
に
そ
の
よ
う

な
議
論
は
「
市
場
」
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
議
論
は
全
く
説
得
力
を
持
た
な
い
。
（
二
塁
ペ
ー
ジ
）
」
と
「
中
国

以
外
の
研
究
者
」
を
論
難
し
て
い
る
。
し
か
し
、
始
原
と
現
在
を
無
媒
介
に
結
合
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
築
す
る
た
め
の

非
歴
史
的
な
神
話
の
特
色
で
あ
っ
て
、
遺
憾
な
が
ら
説
得
力
を
持
た
ぬ
の
は
む
し
ろ
王
栂
の
議
論
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
客
観
の

事
実
と
し
て
は
、
現
在
の
申
華
人
民
共
和
国
の
領
域
は
、
清
朝
の
後
半
期
、
食
う
か
食
わ
れ
る
か
の
宿
命
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
ジ
ュ
ン
ガ

ル
連
合
王
国
を
滅
ぼ
し
て
、
そ
の
地
を
「
薪
彊
」
、
す
な
わ
ち
新
し
い
領
土
と
名
づ
け
、
テ
ィ
ベ
ッ
ト
、
内
外
モ
ン
ゴ
リ
ア
を
も
包
括
す
る
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

領
域
を
実
現
し
た
乾
隆
帝
の
治
世
に
直
接
さ
か
の
ぼ
る
」
と
い
う
の
が
中
華
世
界
の
拡
大
に
つ
い
て
の
現
在
に
お
け
る
最
も
一
般
的
で
説
得
的

な
理
解
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
を
含
む
中
華
文
明
以
外
の
文
明
と
接
触
す
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
地
域
と
は
異
な
り
、
例

え
ば
タ
リ
ム
盆
地
縁
辺
の
オ
ア
シ
ス
の
住
民
は
、
有
史
以
来
二
〇
世
紀
に
至
る
ま
で
、
「
礼
冠
」
を
初
め
と
す
る
中
華
世
界
の
精
神
文
化
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
関
心
を
示
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
よ
り
西
方
に
起
源
す
る
宗
教
や
文
字
を
受
容
し
続
け
た
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。
「
中
華

文
化
」
を
身
に
纏
う
こ
と
に
よ
り
非
「
申
華
」
も
「
中
華
」
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
が
王
柵
の
論
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
か
ら

に
は
、
そ
れ
が
「
現
在
の
中
国
政
府
は
、
多
民
族
国
家
の
伝
統
を
生
か
し
、
多
民
族
国
家
体
鋼
に
関
す
る
諸
政
策
と
制
度
が
基
本
的
に
成
功
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
（
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
ご
と
い
う
現
体
制
を
雷
祝
ぐ
結
論
に
収
敏
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
楊

海
英
の
危
惧
は
単
な
る
杞
憂
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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王
何
の
「
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
内
部
」
と
野
塩
英
の
「
内
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
内
部
」
が
か
く
の
如
く
に
相
克
す
る
の
を
見
る
と
、
羽
田

の
い
う
、
そ
れ
ら
を
「
鳥
鰍
す
る
立
場
」
に
立
ち
た
い
と
い
う
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
「
第
三
者
」

の
超
越
的
兇
解
は
王
籾
や
平
海
英
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
「
（
歴
史
学
に
お
け
る
）
事
実
検
証
と
再
構
成
の
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

行
が
「
生
き
方
」
と
い
う
精
神
性
を
抹
殺
し
て
い
る
と
い
う
懸
念
」
を
予
め
表
明
し
て
い
る
楊
海
英
と
、
彼
が
代
弁
し
て
い
る
（
と
彼
自
身
は

考
え
て
い
る
）
「
生
き
方
の
歴
史
」
を
紡
ぎ
出
し
、
伝
承
し
て
き
た
「
内
」
の
ひ
と
び
と
を
前
に
し
て
、
「
外
」
の
わ
れ
わ
れ
が
、
「
事
実
」
は
か

く
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
果
た
し
て
意
昧
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
重
い
問
い
を
担
い
つ
つ
も
、
「
人
間
的
事
象
の
秩
序
」
の
存
在
を

前
提
す
る
限
り
は
、
歴
史
を
、
た
と
え
「
内
」
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
「
語
り
」
と
「
解
釈
」
の
自
由
に
全
面
的
に
委
ね
て
し
ま
う
前
に
、

我
々
の
「
古
い
歴
史
学
」
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
る
「
事
実
の
発
見
」
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
提
示
す
る
努
力
は
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

「
真
実
」
は
解
釈
す
る
者
の
数
だ
け
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
。

　
当
初
の
予
定
で
は
、
こ
の
後
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
人
伝
か
ら
「
事
実
」
を
引
き
出
す
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
、
三
題
噺
と
す
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
荏
苺
日
を
過
ご
す
う
ち
に
は
や
原
稿
の
締
切
の
日
限
が
来
て
し
ま
っ
た
。
「
こ
れ
自
ず
か
ら
他
日
の
別
論
を
要
す
。
」

①
濱
田
正
美
「
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
ー
研
究
集
会
偏
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
隔
翼
9

　
卜
。
伊
一
Φ
。
。
ρ
や
一
〇
一
．

②
　
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
、
今
沢
紀
子
訳
隅
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
平
凡
祉
。

③
こ
の
引
用
文
は
私
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。
国
号
霞
μ
芝
．
ω
蝕
ρ
O
誉
ミ
鳥
N
乱
川

　
≦
葺
m
σ
Q
Φ
c
σ
。
o
訴
国
塗
δ
P
お
↓
り
も
．
器
。
。
．

④
カ
ル
パ
ナ
・
サ
…
ヘ
ニ
…
（
袴
田
茂
樹
監
修
・
松
井
秀
和
訳
）
圃
ロ
シ
ア
の
オ

　
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
　
民
族
迫
害
の
思
想
と
歴
史
隠
柏
書
房
、
二
〇
〇
〇
。
原
題
は

　
9
§
§
薦
Q
ミ
ミ
」
懸
垂
門
口
§
O
蔦
§
ミ
駐
ミ
§
蹴
§
G
§
ミ
難
琳
凡
§
駄
9
ミ
§
霧

　
§
叙
O
§
琳
、
ミ
藻
貴
一
㊤
雪
で
あ
る
。
こ
の
書
で
ト
ル
ク
メ
ン
人
を
侮
辱
し
た
と

　
非
難
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ト
ー
ノ
ブ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
ほ
と
ん
ど
逆
の
評
価

　
を
下
す
研
究
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
O
㌶
暮
δ
δ
ゆ
①
ロ
ぎ
σ
q
Φ
芦
．
．
ピ
餌

　
舞
＜
⑦
蔭
三
品
∬
曾
‘
。
①
押
Φ
［
昏
。
・
碧
。
監
妙
閤
賦
爵
①
け
竃
o
G
。
。
。
信
（
ζ
効
σ
q
－

　
号
日
σ
Q
巳
《
曾
〉
乙
昼
コ
簿
。
ロ
。
＜
）
、
げ
9
N
§
N
決
ミ
帖
ら
き
ミ
竃
ト
お
＼
H
し
8
0
■

⑤
姜
尚
申
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
彼
方
へ
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
。

⑥
羽
醗
の
論
考
「
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
？
二
項
対
立
的

　
世
界
史
叙
述
の
克
服
に
む
け
て
」
を
含
む
、
谷
川
巨
編
騨
歴
史
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ

　
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
睡
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
の
序
論
に
お
い
て
、

　
編
者
は
、
「
（
羽
田
論
文
に
よ
っ
て
）
門
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」

　
と
い
う
本
書
の
問
題
設
定
自
体
の
ア
ポ
ー
リ
ア
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
」
と
一
応
の

　
譲
歩
を
示
し
な
が
ら
も
、
「
た
だ
、
こ
こ
に
は
議
論
の
次
元
に
す
れ
違
い
が
あ
る

　
こ
と
も
否
め
な
い
」
と
い
さ
さ
か
当
惑
の
体
に
見
え
る
。

⑦
楊
海
際
『
モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
文
人
た
ち
！
手
写
本
が
語
る
民
族
誌
－
臨
平
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凡
社
、
二
〇
〇
五
。

⑧
楊
海
英
「
十
九
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
史
に
お
け
る
「
富
民
反
乱
」
1
歴
史
の
書
き

　
方
と
「
生
き
方
の
歴
史
」
の
あ
い
だ
一
」
『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
臨

　
二
六
巻
㏄
二
号
、
二
Q
Q
二
、
五
〇
五
ペ
ー
ジ
、
注
ニ
ニ
。

⑨
費
考
落
（
塚
田
誠
之
訳
）
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
探
求
一
中
国
の
民
族
に
関
す

　
る
私
の
研
究
と
意
見
」
魍
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
隔
二
二
巻
二
号
、
一
九

　
九
七
。
昨
年
、
中
韓
の
問
で
論
争
と
な
っ
た
高
句
麓
問
題
は
、
中
国
の
専
門
家
が

　
費
考
通
の
理
論
に
基
づ
い
て
、
高
句
麗
を
門
中
華
民
族
」
を
構
成
し
た
要
素
の
一

　
つ
で
あ
る
と
言
い
出
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
韓
国
側
か
ら
す
れ
ば
高
句
麗
と
そ

　
の
国
家
は
紛
れ
も
な
く
自
ら
の
歴
史
の
一
部
で
あ
り
、
高
句
麗
が
「
中
華
民
族
」

　
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
商
で
あ
る
韓
国
・
朝
鮮
も
ま
た
「
中
華
罠
族
」
で

　
あ
る
と
の
主
張
が
行
わ
れ
る
伏
線
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
が
持
た
れ
た
こ
と
が
、

　
論
争
が
加
熱
し
た
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
　
こ
れ
は
『
北
京
大
学
学
報
匝
　
九
八
九
、
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
費
考
通
の
論
文

　
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

⑪
王
何
『
多
民
族
国
家
中
点
瞼
岩
波
轡
店
、
二
〇
〇
五
。

⑫
こ
の
議
論
は
一
見
、
「
蛮
、
夷
、
戎
、
秋
」
こ
そ
が
「
華
」
を
作
っ
た
と
い
う

　
閥
田
英
弘
の
年
来
の
主
張
（
例
え
ば
、
「
東
ア
ジ
ア
大
陸
に
お
け
る
民
族
」
橋
本

　
萬
太
郎
編
『
民
族
の
世
界
史
5
　
漢
民
族
と
中
国
社
A
凝
山
川
出
版
社
、
　
一
九
八

　
三
）
に
似
る
が
、
し
か
し
「
原
住
民
の
漢
族
」
を
措
定
す
る
点
で
、
岡
田
説
と
は

　
決
定
的
に
異
な
る
。

⑬
杉
山
正
明
輔
中
国
の
歴
史
0
8
疾
駆
す
る
草
原
の
征
服
者
駄
講
談
社
、
二
〇
Q

　
五
、
　
一
五
ぺ
…
ジ
。

⑭
濱
田
正
美
「
中
央
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
の
境
界
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
中
華

　
世
界
」
中
見
立
吉
島
『
ア
ジ
ア
理
解
講
座
ユ
　
境
界
を
超
え
て
　
東
ア
ジ
ア
の
周

　
縁
か
ら
匝
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
。

⑮
楊
、
前
掲
論
文
、
五
〇
二
一
五
〇
三
ぺ
ー
ジ
。

湖南・僕学イ内」と「外」（濱田）
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＜＜Sciences　sobres＞＞　et　Histoire　de　1’int6rieur　et　de　Y6xt6rieur

par

HAMADA　Masami

　　へ
　　Ala　d簸琶rence　des　6tudes　historiques　proprement　dites　auxqueHes　ce　joumal

se　consacre，9est　question，　dans　cet　essai，　de茎）ens6es　fragrβentah℃s　d6veloPP6es

par　rauteur　sur　l’6tat　actuel，　int6】盛eur　et　ext6r呈eur，　des　ξitudes　des　sciences　de

l’homme，　et　de　l’h圭stoire　entre　autres．

　　En　1901，　six　ans　avant　sa　I｝omina廿on　au　poste　du　professeur　a　l’Un三versit6　de

Kyoto，　Konan　Nak6，　qui　6tait　alors　joumahste，　a　exprim6ユ’espok　que　cette

Universit6　serait　le　foyer　des《sciences　sobres（僕学）》，　antonyme　des　sciences

pratiques　et　utilitaires（実学），　et　que　les　6tudiants　de　ces　sciences　se　consid6rent

comme　les《enfants　naturels》de　ieur　temps，　afUi　de　pouvoir　d6ployer　librement

leur　96nie　et　leurs　talents．　Depuis，1’e癒os　acad6mique　s’est　co㎡orm6　aux　voeux

de　K：onan．　Il　a　surv6cu　aux　vic圭ssitudes　po賎tiques　et　sociales　du　si6cle　et　se　trouve

chez　les　chercheurs　modemes．　Toutefois，　en　m6me　temps，　ia　soci6t6　d’aujourd’hui

qui　Pyend　pour　principe　les　seuls　int6r6ts　6cononiques　ne　manifeste　p玉us　aucun　re－

spect　ti　1’6gard　des　sciences　sobres　qu三portent　sur　rordre　des　choses　huma血es，

au　contrair’ ?，　eRe　les　toume　en　d6hsion　en　fUstigeant　leur　inutilit6．　Etant　donn6

que　l’hohzon　de　1’ordre　des　choses　humaines　s’61argit　au　fUr　et　ti　mesure　du

d（≦velopPement　des　sc圭ences　naturelles，　depUis　Ia　cosmologie　jusqu’ala　96n6tique，

les　historiens　ne　peuvent　plus　continuer　b　fa辻e　ce　qu’is　font　depu童s　toujours．

Pourtant，　m副gr6　ces　d6velopPements　sc童ent組ques　qui　devraient　apPorter　une　con－

science　p正us　universelle，　on　constate　un　accroissement　plus　important　qu’autrefois

du　beso血d’une　histoire　ilt6ress6e　des　nations，　Etats，　ou　ethr｝ies　qui　veulent　se

d圭stinguer　des　autres　ou　bien　englober　les　au紅es．　Une　pet圭te　ethnie　menac6e　d’as－

similation　par　son　pUissant　voisin，　comme　les　Mongols　et　des　autres　mhlorit6s　de

la　Chine，　a　besoin　de　sa　propre　histoh℃pour　169itimer　son　identit6，£andis　que　son

voisin，　b　son　tour，　a　besoin　de　la　sienne　pour　justi丘er　sa　poHtique　d’ass圃ation．

Les　historiens　orientalistes（茎ui　6tu（灘ent　ces　questions　de豆’ext6】謡eur　se　sentent血1－

puissants　face　au　confHt　en£re　ces　deux　histoh7es　fabriqu6es　de　1’int6rieur．　Il　reste

qu’皿faudra　blen加ouver　des《1域ts》et　les　pr6senter　avant　de　remeStre　1，屋stQ注e

aux　mains　de　la　narration　et　de　l’ilterpr6tation　arbitraires．

（ユ78）


