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１
．
は
じ
め
に

　

北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
英
米
文
化
専
攻
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
あ
り
哲
学
者
で
も
あ
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・

ト
レ
ル
チ
の
思
想
研
究
に
従
事
し
て
き
た
塩
濱
健
児
氏
に
、
２
０
１
８
年
３
月
、
博
士
学
位
が
授
与
さ
れ
た
。
審
査
対
象
と
な
っ

た
論
文
は
、「「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」　

―
―
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
に
つ
い
て
の
考
察
―
―
」（
１
）

で
あ
る
。
文
学
研
究
科
英
米
文
化
学
科
の
一
員
と
し
て
、
本
学
科
か
ら
初
め
て
の
博
士
学
位
取
得
者
が
誕
生
し
た
こ
と
を
祝
福
す

る
と
同
時
に
、
塩
濱
氏
と
同
じ
く
ト
レ
ル
チ
と
い
う
思
想
家
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
者
と
し
て
、
ト
レ
ル
チ
研
究
に
新
た
な

刺
激
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
英
米
文
化
学
科
の
一
員
と
し
て
、
と
書
い
た
が
、
私
が
北
海
学
園
大
学
に
着
任
し
た
の

は
２
０
１
７
年
４
月
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
は
大
学
院
の
担
当
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
塩
濱
氏
の
研
究
指
導
に
も
、
学
位
審
査
に

も
携
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、『
新
人
文
学
』
の
紙
面
を
借
り
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
塩
濱
氏
の
論
文
と
の
対
話
を
行
い
た
い
。

ト
レ
ル
チ
の「
脱
歴
史
化
」モ
チ
ー
フ
の
射
程

　
　
︱
塩
濱
健
児
氏
の
博
士
論
文
に
寄
せ
て
︱

小
柳
　

敦
史
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本
稿
は
、
基
本
的
に
は
塩
濱
氏
の
博
士
論
文
の
記
述
を
辿
り
な
が
ら
、
適
宜
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
形
で
進
ん
で
行
く
。
な
お
、

そ
の
中
に
は
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
塩
濱
氏
の
論
文
は
真
摯
に
学
問
的
な
対
話
を
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
い

う
敬
意
と
、
こ
の
対
話
を
足
が
か
り
と
し
て
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
た
い
、
そ
し
て
願
わ
く
ば
、
こ
れ

か
ら
の
ト
レ
ル
チ
研
究
を
共
に
牽
引
し
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
学
問

的
な
対
話
と
い
う
文
章
の
性
質
に
鑑
み
、
以
下
で
は
敬
称
を
省
略
す
る
。

　
　

２
．
研
究
課
題
に
つ
い
て

　

ま
ず
序
章
で
本
論
文
の
研
究
課
題
が
提
示
さ
れ
る
。
塩
濱
が
本
論
文
で
目
指
し
た
こ
と
は
第
一
に
、「
時
期
的
に
は
ト
レ
ル
チ
の

初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
全
体
を
文
脈
と
し
て
、《
歴
史
主
義
》
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
彼
の
思
想
に
内
在
的
に
解
明
す
る
こ

と
」
に
あ
る
。
こ
の
目
標
は
、
非
常
に
野
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
そ
れ
ほ
ど
長
命
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が（
２
）、

か
な
り
の
量
の
テ
キ
ス
ト
を
遺
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
ト
レ
ル

チ
と
い
う
思
想
家
は
、
我
が
国
で
は
そ
れ
ほ
ど
知
名
度
が
高
い
と
は
言
え
な
い
が
、
ト
レ
ル
チ
の
母
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
を
中
心
に

１
９
８
０
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
レ
ル
チ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
起
き
、
そ
の
思
想
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降

は
研
究
が
細
分
化
さ
れ
、
一
人
の
研
究
者
が
一
冊
の
著
書
や
博
士
論
文
で
ト
レ
ル
チ
思
想
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
は
さ
ら

に
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
時
期
や
個
別
の
テ
ー
マ
に
関
心
を
絞
っ
た
研
究
成
果
が
生
み
出

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。塩
濱
の
博
士
論
文
も
一
見
し
た
と
こ
ろ
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

《
歴
史
主
義
》
と
は
ト
レ
ル
チ
が
論
じ
た
様
々
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ト
レ
ル
チ
思
想
を
貫
く
中
心
的
な
主
題
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で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
塩
濱
も
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
論
文
は
ト

レ
ル
チ
思
想
の
中
心
的
な
主
題
を
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
か
な
り
の
時
期
を
範
囲
と
し
て
論
じ
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
目
標
設
定
は
大
そ
れ
た
蛮
勇
で
し
か
な
い
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
私
と
し
て
は
そ
う

で
は
な
い
と
答
え
た
い
。
日
本
を
代
表
す
る
ト
レ
ル
チ
研
究
者
で
あ
る
近
藤
勝
彦
が
20
年
前
に
危
惧
し
て
い
た
よ
う
に（
３
）、
手
稿

な
ど
を
含
め
た
一
次
文
献
を
元
に
詳
細
な
歴
史
的
研
究
を
ド
イ
ツ
の
研
究
者
と
同
水
準
で
進
め
る
こ
と
は
、
地
理
的
・
資
料
的
制

約
の
あ
る
日
本
人
研
究
者
に
は
難
し
い
―
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
制
約
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
努
力
を
否
定
す
る
わ
け
で
も
、
こ
の

制
約
を
自
明
視
す
る
諦
念
を
肯
定
す
る
わ
け
で
も
な
い
が
―
。
そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
日
本
で
ト
レ
ル
チ
研
究
に
従

事
す
る
も
の
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
、
ド
イ
ツ
で
蓄
積
さ
れ
て
い
る
個
別
的
な
歴
史
研
究
を
参
照
し
、
そ
の
成
果
の
意
義
を
受

け
止
め
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
個
別
の
テ
ー
マ
に
没
入
す
る
の
で
は
な
く
、
ト
レ
ル
チ
思
想
の
再
検
討
を
導
く
視
点
を
探
究
す
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
の
距
離
を
置
き
、
俯
瞰
的
に
研
究
を
進
め
る
こ
と
の
で
き
る
／
進
め
ざ
る

を
得
な
い
研
究
者
が
研
究
共
同
体
の
一
員
と
し
て
最
も
貢
献
で
き
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
ト
レ
ル
チ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
以
降

の
研
究
の
活
況
が
成
熟
し
て
き
た
現
在
は
一
層
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
を
全
体
と
し
て
評
価
し
直
す
契
機
と
な
る
議
論
が
求
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
私
自
身
は
こ
の
よ
う
な
意
識
で
研
究
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
塩
濱
の
大
胆
な
問
題
設
定
に
は
、
志
を
同
じ

く
す
る
仲
間
を
得
た
思
い
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
巨
大
な
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
目
指
す
と
し
て
も
、
実
際
に
議
論
を
展
開
す
る
際
に
は
、
具
体
的
な

材
料
を
足
が
か
り
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、塩
濱
は
本
論
文
の
第
二
の
課
題
と
し
て
「「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」

（G
eschichte durch G

eschichte überw
inden

）
と
い
う
印
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
の
意
味
と
《
歴
史
主
義
》
と
の
関
係
を
明
解
に

す
る
こ
と
」（
１
）
を
掲
げ
る
。「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
は
、
ト
レ
ル
チ
晩
年
の
主
著
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
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の
末
尾
近
く
に
現
れ
る
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
課
題
は
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
解
釈
の
問
題
と
な
る
。
塩
濱
の
見
立

て
で
は
、「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い
う
表
現
に
は
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義
理
解
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
表
現

の
解
釈
を
通
じ
て
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義
理
解
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
第
一
の
課
題
、
す
な
わ
ち
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
歴
史
主
義

と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
の“

G
eschichte durch G

eschichte überw
inden”

を

「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
訳
す
こ
と
に
塩
濱
の
独
自
性
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
従
来
、
こ

の
表
現
は
「
歴
史
に
よ
っ
て
歴
史
を
克
服
す
る
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
私
も
こ
の
訳
し
方
を
採
用
し
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
日
本

語
の
違
い
は
は
た
か
ら
見
る
と
些
細
な
違
い
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
で
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
読
み
替
え
の
可
能
性
に
気
づ
い
た
こ
と
が
塩
濱
に
と
っ
て
重
要
な
導
き
の
糸
に
な
り
、
本
論
文
の
完
成
に
つ
な
が
っ
た

と
い
う
事
実
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
私
自
身
を
省
み
る
と
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
訳
出
に
は
そ
れ

ほ
ど
気
を
配
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
塩
濱
の
提
案
す
る
「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い

う
訳
文
の
方
が
、
原
文
の
ド
イ
ツ
語
の
語
順
に
忠
実
で
あ
り
、
何
に
よ
っ
て
歴
史
を
克
服
す
る
の
か
と
い
う
手
段
に
強
調
点
が
く

る
日
本
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
私
と
し
て
も
従
来
の
訳
で
は
な
く
、「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い
う

訳
を
支
持
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
塩
濱
の
問
題
設
定
に
は
、
こ
れ
が
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
と
賛
同
で
き
る
。
た
だ
し
、
塩
濱
が
「
本
論
文
に

お
い
て
採
用
す
る
思
想
解
釈
の
方
法
は
、
ト
レ
ル
チ
の
研
究
対
象
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
い
し
研
究
態
度
に
準
じ
て
い
る
」（
４
）
と

述
べ
る
の
は
強
弁
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
塩
濱
も
認
め
る
よ
う
に
、
ト
レ
ル
チ
は
現
実
の
歴
史
的
世
界
の
分
析

を
行
う
「
歴
史
学
的
方
法
」
と
、
理
念
や
価
値
を
探
究
す
る
「
歴
史
哲
学
的
方
法
」
の
緊
張
の
中
で
思
索
を
深
め
た
。
そ
の
こ
と

を
知
る
塩
濱
は
「
わ
れ
わ
れ
も
ト
レ
ル
チ
の
「
歴
史
学
的
方
法
」
に
準
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
の
「
歴
史
哲
学
的
方
法
」
に
も
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応
分
の
配
慮
を
し
な
が
ら
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
」（
５
）
と
述
べ
る
が
、
実
際
に
塩
濱
が
本
論
文
で
遂
行
す
る
の

は
、冒
頭
の
第
一
の
課
題
で
宣
言
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
内
在
的
な
思
想
研
究
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
「
歴
史
哲
学
的
方
法
」

に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
テ
ク
ス
ト
内
在
的
な
研
究
の
価
値
を
否
定
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
な
読

解
は
、
い
つ
で
も
思
想
研
究
の
中
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
塩
濱
は
堂
々
と
、「
ト
レ
ル
チ
自
身
の
思
考
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
が
、

自
分
は
テ
ク
ス
ト
内
在
的
な
方
法
を
採
る
」
と
宣
言
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
本
論
文
で
は
、
本
来
な
ら
ば
塩
濱
自
身
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
強
調
す
る
べ
き
内
容
が
、
強
引
に
ト
レ
ル
チ
自
身
の
思
索
と
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
、

議
論
の
整
合
性
や
明
確
性
が
失
わ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
序
章
に
お
い
て
す
で
に
、
そ
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
。

　
　

３
．「
歴
史
化
」
の
再
帰
性
に
つ
い
て

　

序
章
で
問
題
設
定
が
な
さ
れ
た
後
、「
第
一
章　

ト
レ
ル
チ
に
よ
る
《
歴
史
主
義
》
の
定
義
と
「
歴
史
化
」
概
念
」
に
お
い
て
、

本
論
文
に
お
い
て
中
心
的
な
考
察
対
象
と
な
る
《
歴
史
主
義
》
と
い
う
概
念
と
、「
歴
史
化
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
整
理
が
行
わ

れ
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
西
洋
近
代
思
想
に
お
け
る
《
歴
史
主
義
》
の
概
念
史
が
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
ト
レ
ル
チ
の

思
想
に
お
い
て
《
歴
史
主
義
》
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
歴
史
主
義
と
い
う

言
葉
は
、
そ
の
悪
し
き
側
面
的
な
意
味
か
ら
完
全
に
引
き
離
さ
れ
、
人
間
と
そ
の
文
化
や
諸
価
値
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の

根
本
的
歴
史
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
４
）
と
い
う
ト
レ
ル
チ
の
言
葉
を
受
け
て
、
塩
濱
は
「
歴

史
化
」（H

istorisierung

）
と
い
う
言
葉
へ
と
目
を
向
け
、
こ
の
言
葉
の
用
例
分
析
を
行
う
。
塩
濱
は
「
歴
史
化
」
お
よ
び
そ
の

動
詞
形
で
あ
る
「
歴
史
化
す
る
」（historisieren

）、
そ
し
て
「
離
脱
」
を
意
味
す
る
接
頭
辞“

ent-”

の
つ
い
た
「
脱
歴
史
化
」
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（E
nthistorisierung/enthistorisiert

）
の
用
例
を
洗
い
出
す
。
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
特
に
名
詞
形
の
「
歴
史
化
」
の
用
例
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
中
か
ら
塩
濱
が
特
に
注
目
す
る
の
は
、
人
間
の
精
神
や
思
考
が
歴
史
化
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
客
体
と

も
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
塩
濱
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
歴
史
化
を
惹
き
起
こ
す
主
体
」
は
同
時
に
「
歴
史
化
さ
れ
る
対
象
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
精
神
は
あ
る
対
象
を
「
歴
史
化
」
す
る
一
方
で
、そ
の
作
用
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
が
「
歴

史
化
」
さ
れ
る
と
い
う
自
己
回
帰
的
な
性
質
を
も
つ
の
で
あ
る
（
25
）

　

こ
う
し
て
、《
歴
史
主
義
》
の
「
自
己
回
帰
性
」
あ
る
い
は
「
再
帰
性
」
と
い
う
、
本
論
文
に
お
け
る
《
歴
史
主
義
》
理
解
の
核

心
が
取
り
出
さ
れ
て
く
る
。

　

具
体
的
な
用
例
の
分
析
か
ら
、「
歴
史
化
」
お
よ
び
《
歴
史
主
義
》
の
自
己
回
帰
性
を
指
摘
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
は
明
快
で
あ

り
、
基
本
的
に
は
賛
同
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
考
察
を
展
開
す
る
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。
塩
濱
は
、「
歴
史
化
」
に
は
主

体
と
客
体
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
議
論
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

“
historisieren”

と
い
う
動
詞
が
他
動
詞
で
あ
る
以
上
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
前
提
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
は
、
主
体
―
客
体
の
図
式
に
「
歴
史
化
」
の
モ
チ
ー
フ
を
押

し
込
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
塩
濱
の
用
例
分
析
が
示
す
よ
う
に
、「
歴
史
化
」
は
圧
倒
的
に
名
詞
形

（H
istorisierung

）
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
動
詞
の
場
合
で
も
受
動
態
で
使
用
さ
れ
、
主
体
―
客
体
の
構
造
が
明
示
さ
れ
な
い
こ

と
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
歴
史
化
」
が
他
動
詞
的
な
用
法
に
は
な
じ
ま
な
い
、
自
動
詞
的
あ
る
い
は
中
動
態

的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
根
本
的
な
歴
史
化
の
中
に
生
き
る
人
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間
や
そ
の
思
惟
に
と
っ
て
、
外
部
へ
の
み
歴
史
化
の
作
用
を
も
た
ら
す
主
体
と
い
う
も
の
は
想
定
し
難
い
。
そ
の
事
態
を
塩
濱
は

「
再
帰
的
」
な
構
造
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
も
は
や
意
志
せ
ざ
る
と
も
「
歴
史
化
」
し
て
い
く
他
な
い
状
態
は
、
自
動
詞
的
あ
る

い
は
中
動
態
的
な
あ
り
方
と
し
て
捉
え
る
方
が
適
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
５
）。

　

も
う
一
点
、
第
一
章
の
議
論
に
関
す
る
疑
問
を
述
べ
る
。
こ
の
章
の
結
論
部
で
塩
濱
は
、《
歴
史
主
義
》
を
「
み
ず
か
ら
の
尾
を

噛
む
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
た
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
言
葉
を
引
き
、「
お
そ
ら
く
類
似
し
た
思
想
を
ト
レ
ル
チ
も
有
し

て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」（
25
）
と
記
す
。
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
本
論
文
で
は
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
言
葉
か
ら
ト

レ
ル
チ
の
思
想
を
推
察
す
る
議
論
が
散
見
さ
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
両
者
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
同
僚
と
し
て
親
し
く
議
論
を
交
わ

し
た
仲
で
あ
り
、
共
に
歴
史
主
義
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
盟
友
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
人
の
歴
史
主
義
理
解
に
は
相
当
の
差
異

も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
６
）。
本
論
文
の
主
題
に
つ
い
て
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
と
ト
レ
ル
チ
を
ど
こ
ま
で
重
ね
て
理
解
す
べ
き
か

は
、
も
っ
と
慎
重
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　

４
．
歴
史
学
的
方
法
に
お
け
る
「
人
格
性
」
の
意
義

　

続
く
、「
第
二
章　
「
歴
史
化
」
と
歴
史
学
的
方
法
」
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
「
歴
史
化
」
の
具
体
的
な
様
相
と
し
て
、
ト
レ

ル
チ
が
歴
史
学
的
な
思
考
方
法
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
分
析
、
な
ら
び
に
、「
歴
史
化
」
と
深
い
関
連
の

あ
る
「
個
性
」、「
本
質
」、「
形
成
」
の
概
念
が
ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
お
い
て
持
つ
意
味
の
考
察
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
塩
濱
の

議
論
の
特
色
が
現
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
さ
ら
な
る
議
論
の
展
開
を
期
待
し
た
く
な
る
、
歴
史
学
的
な
思
考
方
法
に

つ
い
て
の
分
析
を
紹
介
し
た
い
。
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こ
の
分
析
に
お
い
て
主
た
る
一
次
資
料
と
な
っ
て
い
る
ト
レ
ル
チ
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
が
、「
神
学
に
お
け
る
歴
史
学
的
方
法
と

教
義
学
的
方
法
」
で
あ
る
こ
と
に
す
で
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、こ
こ
で
い
う
「
歴
史
学
的
方
法
」
と
は
「
教
義
学
的
方
法
」

と
対
置
さ
れ
る
思
考
方
法
で
あ
る
。「
教
義
学
的
方
法
」
が
、
特
定
の
出
来
事
―
例
え
ば
、
イ
エ
ス
の
言
動
―
を
歴
史
の
文
脈
か
ら

切
り
離
し
て
特
権
的
な
地
位
を
与
え
る
の
と
は
異
な
り
、「
歴
史
学
的
方
法
」
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
「
批
判
」、「
類
推
」、「
相
関
関
係
」

の
三
つ
の
原
理
を
適
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
ト
レ
ル
チ
の
主
張
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
学
的
方
法
に
つ
い
て

議
論
す
る
際
に
は
、
ト
レ
ル
チ
自
身
が
そ
う
述
べ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
以
上
三
つ
の
原
理
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
で
事
足
れ

り
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
塩
濱
は
、
コ
ー
ル
ス
や
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ハ
ー
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
隠
さ
れ
た

「
第
四
の
思
考
原
理
」
と
し
て
「
人
格
性
と
主
観
性
」（Persönlichkeit und Subjektivität

）
の
公
理
、
あ
る
い
は
「
宗
教
的
人
格

性
」（die religiöse Persönlichkeit
）
の
原
則
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
塩
濱
が
「
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
「
歴
史
学
的
方
法
」
は

決
し
て
信
仰
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
淵
源
す
る
「
人
格
性
と
主
観
性
」
の
公
理
に
よ
っ

て
、
超
越
的
・
形
而
上
学
的
次
元
に
開
か
れ
て
い
る
」（
32
）
と
述
べ
る
と
お
り
、「
人
格
性
」
と
「
主
観
性
」（
私
と
し
て
は
、
歴
史

の
形
成
に
参
与
す
る
意
志
と
責
任
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、Subjektivität

の
訳
語
と
し
て
は
「
主
体
性
」

の
方
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
が
、
本
稿
で
は
塩
濱
の
訳
語
を
尊
重
す
る
）
の
意
義
に
注
目
す
る
こ
と
で
、「
歴
史
学
的
方
法
」
の
議

論
を
「
歴
史
哲
学
」
の
議
論
へ
と
接
合
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
文
脈
で
「
人
格
性
」
と
「
主
観
性
」
の
意
義
を
強
調
し

た
こ
と
は
慧
眼
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

重
要
な
指
摘
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
人
格
性
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
歴
史
的
方
法
が
「
超
越
的
・
形
而
上
学
的
次
元
」
へ
と
開
か

れ
る
こ
と
や
、
歴
史
的
現
象
に
対
す
る
信
仰
に
よ
る
解
釈
の
可
能
性
の
提
示
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。「
原
理
」、

「
公
理
」、「
原
則
」
な
ど
の
用
語
が
未
整
理
で
混
乱
を
招
く
と
い
う
こ
と
は
さ
て
お
き
、「
人
格
性
」
は
ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
お
い
て
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非
常
に
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
も
っ
と
深
い
論
及
が
あ
れ
ば
、
本
論
文
の
説
得
力
が
さ
ら
に
増
し
た
は
ず
で
あ
る
と
の
想
い
は
、

無
い
物
ね
だ
り
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
先
行
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
塩
濱
は
コ
ー
ル
ス
と
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
マ
ハ
ー
の

二
人
の
研
究
を
参
照
し
て
い
る
が
、
と
も
に
１
９
８
０
年
代
の
論
文
で
あ
り
、
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
「
人
格
性
」
の
問
題
に
つ
い

て
は
、も
っ
と
新
し
い
研
究
成
果
に
も
目
を
配
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
例
え
ば
、ヒ
ュ
ー
ビ
ン
ガ
ー
や
フ
ォ
ー
ク
ト
の
論
考
（
７
）

は
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
記
述
に
お
け
る
「
人
格
性
」
の
意
義
を
論
じ
て
お
り
、
塩
濱
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
何
ら
か
の
言
及
が
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
先
行
研
究
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
大
事
な
の
は
議
論
の
掘
り
下
げ
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
だ
が
、
い
く
つ
か
の
方
向
に
議
論
を
展
開
可
能
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
塩
濱
で
は
単
純
に
並
置
さ
れ
て
い
た
「
人
格
性
」
と
「
主
観
性
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
、

そ
し
て
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
哲
学
を
考
察
す
る
た
め
に
重
要
な

論
文
で
あ
る「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
と
宗
教
史
」（
８
）
で
は
こ
の
二
つ
の
概
念
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
私
の
理
解
で
は
、「
主

観
性
」
は
歴
史
現
象
に
価
値
を
見
出
す
人
間
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
の
問
題
で
あ
り
、「
人
格
性
」
と
は
そ
の
構
造
の
キ
リ
ス

ト
教
的
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
実
現
形
態
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
の
考
察
を
さ
ら
に
進
め
れ
ば
、
有
限
な
人
間
理
性
が
、
ど
の
よ
う

に
し
て
「
超
越
的
・
形
而
上
学
的
次
元
」
に
開
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
宗
教
の
認
識
論
あ
る
い
は
宗
教
的
ア
プ
リ

オ
リ
の
問
題
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
の
考
察
は
、「
人
格
性
」
と
い
う
概
念
自
体
が
帯
び
る
歴
史
性
へ
の
反

省
を
促
す
。「
人
格
性
」
は
歴
史
的
思
考
の
原
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
れ
は
近
代
化
に
お
い
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
、
歴
史
的
思
考
に
よ
っ
て
ト
レ
ル
チ
が
救
出
し
よ
う
と
す
る

対
象
で
も
あ
る
（
９
）。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
方
法
と
は
、「
人
格
性
」
に
よ
っ
て
「
人
格
性
」
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
と
い
う
面

を
持
っ
て
お
り
、こ
こ
に
も
再
帰
性
が
認
め
ら
れ
る
。
歴
史
主
義
の
再
帰
性
に
注
目
す
る
塩
濱
が
、歴
史
の
中
に
生
き
る
主
体
を「
人
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格
性
」
と
見
な
す
こ
と
で
生
じ
る
再
帰
的
な
構
造
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
　

５
．「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
の
解
釈
を
巡
っ
て

　

第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
ト
レ
ル
チ
が
「
歴
史
主
義
」
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
未
完
の
大
著
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
が

扱
わ
れ
る
。「
第
三
章　
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
へ
の
対
処
と
し
て
の
歴
史
哲
学
の
構
想
／
構
築
」
は
、
第
四
章
で
本
格
的
に
考
察
を

加
え
る
た
め
の
準
備
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。「
歴
史
主
義
の
危
機
」、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
普
遍
史
」、「
現
在
的
文
化

総
合
」
と
い
っ
た
、『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
意
味
が
解
説
さ
れ
た
上
で
、「「
普
遍
史
」
と
「
現
在
的

文
化
総
合
」
の
循
環
関
係
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
循
環
関
係
の
強
調
は
、《
歴
史
主
義
》
の
帯
び
る
再
帰
性
に
注
目
す
る
塩
濱
の

議
論
に
お
い
て
重
要
な
箇
所
な
の
で
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
普
遍
史
」
と
「
現
在
的
文
化
総
合
」
は
常
に
循
環
し
、絶
え
ず
「
歴
史
」
を
新
た
に
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、こ
う
し
て
「
歴
史
」

は
新
た
な
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
、
克
服
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
永
遠
の
課
題
で
あ
り
、
歴
史
が
閉
じ
ら
れ
な
い
限
り
、

最
終
的
な
真
理
に
は
た
ど
り
つ
け
な
い
。（
55
）

　

歴
史
的
な
存
在
者
は
、
様
々
な
歴
史
的
要
素
の
積
み
重
ね
の
上
に
生
成
し
て
お
り
、
そ
の
歴
史
的
要
素
は
様
々
な
程
度
で
他
の

歴
史
的
存
在
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
存
在
者
の
視
点
か
ら
歴
史
を
見
る
と
、
各
自
の
視
点

の
拘
束
性
に
常
に
囚
わ
れ
な
が
ら
も
、
何
ら
か
の
普
遍
性
を
持
っ
た
歴
史
が
見
え
て
く
る
。
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
普
遍
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性
の
範
囲
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
で
描
け
る
歴
史
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
普
遍
史
」
で
あ
る
。
一
方
、
現
在

の
社
会
に
お
い
て
重
要
な
共
有
さ
れ
る
べ
き
規
範
を
構
築
す
る
こ
と
が
「
現
在
的
文
化
総
合
」
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
二
つ

の
課
題
が
循
環
関
係
に
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
塩
濱
は
そ
の
構
造
を
、
次
に
見
る
ト
レ
ル
チ
の
表
現
を
先
取
り
し
な
が
ら
、「「
歴
史
」

は
新
た
な
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
、
克
服
さ
れ
て
い
く
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
歴
史
が
歴
史
に
よ
っ
て

克
服
さ
れ
る
と
き
、
克
服
さ
れ
る
歴
史
と
克
服
す
る
歴
史
に
は
何
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
考
察
が
第
四
章
の
課
題
と

な
る
。

　
「
第
四
章　
「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
《
歴
史
主
義
》
に
関
わ
る
諸
概
念
の
考
察
や
『
歴

史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
議
論
の
整
理
に
基
づ
き
、「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
意
味
の
解
釈
、

そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
《
歴
史
主
義
》
と
「
歴
史
化
」
概
念
の
再
検
討
、
さ
ら
に
「
脱
歴
史
化
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
可
能
性
の
発

見
と
い
う
濃
密
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
解
釈
に
つ
い
て
見
て

い
き
た
い
。
塩
濱
は
、
従
来
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
解
釈
だ
っ
た
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
「
歴
史
主
義
の
克
服
」
を
意
味
す
る
と
い
う

見
解
を
退
け
、『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
第
４
章
と
い
う
具
体
的
な
文
脈
に
置
く
こ
と
で
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
意
味
は
理
解
可

能
で
あ
る
と
い
う
Ｔ
・
レ
ン
ト
ル
フ
の
解
釈
と
、
レ
ン
ト
ル
フ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
文
脈
を
よ
り
具
体
的
に
特
定
し
た
私
の

解
釈
を
、
基
本
的
な
方
向
性
に
お
い
て
は
支
持
す
る
。
し
か
し
、
塩
濱
は
、
レ
ン
ト
ル
フ
と
私
が
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
解
釈
か
ら

こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
意
味
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
不
十
分
さ
を
指
摘
す
る
。

　

ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
お
よ
び
「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
内
奥
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、

直
近
の
文
脈
の
み
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
肯
首
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
・
・
・
な
ぜ
歴
史
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
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ら
な
い
の
か
、
歴
史
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
の
歴
史
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
克
服
す
る
と
は
い
か
な
る
意
味

な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
も
つ
意
味
を
真
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
直
近
の
文
脈
か
ら

の
解
釈
に
加
え
て
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
全
体
に
お
い
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。（
65
）

　

こ
れ
は
非
常
に
手
厳
し
い
批
判
で
あ
り
、
塩
濱
が
「
判
然
と
し
な
い
」
と
指
摘
す
る
三
つ
の
疑
問
に
答
え
ら
れ
て
い
な
い
の
な

ら
ば
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
解
釈
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
確
か
に
、
改
め
て
拙
論
を
読
み
返
す
と
、
こ
れ
ら
の

問
い
に
端
的
に
答
え
て
い
る
文
章
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
拙
論
が
結
論
に
お
い
て
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
と
の
批
判
は
甘

ん
じ
て
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
以
下
の
文
章
は
、
ト
レ
ル
チ
思
想
の
研
究
史
と
い
う
具
体
例
を
通
し
て
、
塩

濱
が
求
め
て
い
る
回
答
の
全
て
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
弁
明
し
た
い
。

　

歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
し
、
未
来
へ
と
向
け
た
形
成
の
た
め
に
土
台
を
築
く
こ
と
の
意
義
は
、
思
想
史
に
お
い
て
も

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
の
思
想
か
ら
形
成
へ
の
意
思
を
取
り
出
し
、
そ
こ
か
ら
解
釈
者
の
思
想
を
展
開
す
る
こ
と

は
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は
す
で
に
ト
レ
ル
チ
思
想
の
解
釈
史
の
一
部
を
成
し
て
い
る
。
し
か
し
今
後
の

解
釈
者
が
こ
れ
ま
で
の
ト
レ
ル
チ
解
釈
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
ト
レ
ル
チ
自
身
の
思
想
と
混
同
す
る
と
、
そ
の
思
想
は
歪
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ト
レ
ル
チ
が
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
込
め
た
意
図
を
、
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
と
向
き
合
う
こ
と
、

あ
る
い
は
当
時
の
歴
史
的
・
思
想
史
的
文
脈
に
置
い
て
理
解
し
直
す
必
要
が
繰
り
返
し
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
作
業
を

通
し
て
、
現
代
的
問
題
へ
と
ト
レ
ル
チ
の
思
想
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
土
台
を
準
備
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
思
想
史

研
究
の
一
つ
の
意
義
で
あ
る
だ
ろ
う　

。

（
10
）
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こ
こ
か
ら
一
般
的
な
表
現
と
し
て
塩
濱
へ
の
回
答
を
述
べ
る
と
、
過
去
の
歴
史
解
釈
は
そ
の
解
釈
が
な
さ
れ
た
時
の
関
心
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
繰
り
返
し
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
都
度
の
現
在
に
お
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
視
野
の
広
さ
と

公
正
さ
で
歴
史
的
思
考
を
行
う
こ
と
が
克
服
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
手
垢
の
つ
い
た
歴
史
像
を
刷
新
す

る
こ
と
が
克
服
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
回
答
は
塩
濱
が
提
示
す
る
解
釈
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

塩
濱
の
指
摘
を
き
っ
か
け
に
、
こ
こ
で
私
の
解
釈
を
明
確
化
で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
今
後
こ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
討
議
が
で

き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

　

塩
濱
か
ら
の
批
判
に
も
う
一
点
応
答
し
て
お
き
た
い
。
塩
濱
は
私
が
ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
お
よ
び
「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ

て
克
服
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
、「
直
近
の
文
脈
の
み
か
ら
解
釈
」
し
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
確
か
に
、
塩

濱
が
引
用
し
て
い
る
拙
論
「
未
来
へ
と
向
か
う
た
め
の
歴
史
的
思
考
」
は
、
ト
レ
ル
チ
の
言
葉
を
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』

第
四
章
と
い
う
具
体
的
な
文
脈
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
拙
論
は
『
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
歴
史
と
共
同
体
』
と

い
う
書
籍
（
お
よ
び
そ
の
元
と
な
っ
た
博
士
論
文
）
の
一
部
で
あ
り
、
拙
著
の
全
体
は
、
塩
濱
の
博
士
論
文
と
同
程
度
に
は
―
す

な
わ
ち
、
１
８
９
０
年
代
か
ら
晩
年
ま
で
―
ト
レ
ル
チ
の
思
索
全
体
を
視
野
に
入
れ
、
彼
の
考
え
る
「
歴
史
的
思
考
」
の
意
味
を

探
究
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。「
ト
レ
ル
チ
の
研
究
対
象
の
変
化
は
し
ば
し
ば
思
想
上
の
転
換
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
根
本
的
な
思
想
の
変
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
時
期
ご
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
る
対
象
が
移
行

す
る
だ
け
」（
66
）
だ
と
述
べ
る
塩
濱
は
、
同
様
の
見
解
を
拙
著
の
「
終
章
」
に
お
け
る
「
本
書
が
主
題
と
し
た
歴
史
的
思
考
の
内

容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。・
・
・
し
か
し
、
ど
の
点
に
強
調
点
を
置
い
て
ト
レ
ル
チ
が
議
論
を
展
開
す

る
か
は
、
周
囲
の
状
況
や
そ
れ
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
診
断
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
」　　

と
い
う
結
論
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
の
書
き
残
し
た
フ
レ
ー
ズ
が
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
の
中
で
固
有
の
意
味
を
持
ち
つ
つ
彼
の
思
想
の
全

（
11
）
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体
の
中
で
も
そ
の
意
味
が
考
察
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
私
の
主
張
も
一
つ
の
章
の
中
で
一
定
の
意
味
を
持
ち
つ
つ
拙
著
全
体
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
の
中
で
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
　

６
．「
脱
歴
史
化
」
モ
チ
ー
フ
の
射
程

　

さ
て
、
と
も
か
く
も
「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
と
《
歴
史
主
義
》
を
広
い
視
野
か
ら
捉
え
よ
う

と
す
る
塩
濱
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
ど
う
解
釈
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
塩
濱
が
注
目
す
る
の
が
、
第
一
章
で
用
例
を
分
析

し
た
「
歴
史
化
」
と
い
う
概
念
が
持
つ
再
帰
性
と
、
そ
の
関
連
で
用
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
脱
歴
史
化
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

塩
濱
は
、
ト
レ
ル
チ
が
『
信
仰
論
』
で
イ
エ
ス
に
つ
い
て
「
彼
と
と
も
に
、
彼
の
周
り
に
集
ま
っ
て
い
る
全
歴
史
も
脱
歴
史
化
さ

れ
る
」　

と
述
べ
て
い
る
箇
所
か
ら
、
次
の
よ
う
に
「
脱
歴
史
化
」
の
意
味
を
取
り
出
す
。

　

歴
史
が
「
脱
歴
史
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
が
歴
史
的
な
も
の
の
な
か
に
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
歴
史
が
「
脱

歴
史
化
」
さ
れ
る
と
は
、「
歴
史
的
な
も
の
を
脱
ぎ
捨
て
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
脱
歴
史
化
」
こ
そ
が
、あ
る
意
味
で
、

歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
一
つ
の
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。（
68
）

　

こ
う
し
て
―
「
一
つ
の
」
と
い
う
留
保
は
置
か
れ
て
い
る
が
―
「
脱
歴
史
化
」
が
歴
史
を
克
服
す
る
手
段
で
あ
る
と
の
主
張
が

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
歴
史
化
」
と
「
脱
歴
史
化
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。

（
12
）
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し
た
が
っ
て
、「
歴
史
化
」
に
は
二
つ
の
次
元
の
こ
と
が
ら
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
時
間
的
・
空
間
的

な
意
味
で
そ
の
起
源
へ
と
遡
る
「
歴
史
化
」
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
、活
性
化
さ
れ
た
理
念
や
価
値
が
「
歴
史
を
超
え
た
原
理
」

と
し
て
分
離
化
・
自
立
化
・
精
神
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
次
元
の
事
柄
が
、
再
帰
的
に
、
ま
た
循
環
的
に

生
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
ト
レ
ル
チ
の
「
歴
史
化
」
概
念
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。《
歴
史
主
義
》
を
「
歴
史
化
」
概
念
に

よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
正
当
だ
と
す
る
な
ら
ば
、同
様
の
構
造
が
《
歴
史
主
義
》
そ
の
も
の
に
も
み
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
過
去
へ
と
起
源
を
遡
る
「
歴
史
学
化
」
に
対
す
る
反
転
の
局
面
と
し
て
の
「
歴
史
化
」
は
、
つ
ま
り
先
に
示
し
た
、

ト
レ
ル
チ
が
「
脱
歴
史
化
」（E

nthistorisierung

）
と
呼
ぶ
契
機
に
ま
さ
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
ト
レ
ル
チ
の
「
歴
史
化
」

概
念
は
、「
歴
史
学
化
」
と
「
脱
歴
史
化
」
の
循
環
性
と
再
帰
性
と
を
併
せ
も
つ
概
念
な
の
で
あ
る
。（
70
）

　

塩
濱
は
「
歴
史
化
」
の
概
念
の
中
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
契
機
を
、
歴
史
の
中
へ
と
具
体
的
な
起
源
と
な
る
現
象
を
求
め
る
営
み

と
し
て
の
「
歴
史
学
化
」
と
、
歴
史
的
な
現
象
か
ら
、
そ
の
現
象
が
置
か
れ
た
歴
史
的
文
脈
を
超
え
た
原
理
や
価
値
が
立
ち
現
れ

て
く
る
契
機
と
し
て
の
「
脱
歴
史
化
」
と
し
て
整
理
す
る
。「
脱
歴
史
化
」
は
原
理
や
価
値
が
有
限
な
歴
史
を
抜
け
出
す
事
態
を
指

し
て
い
る
が
、「
脱
歴
史
化
」
の
モ
チ
ー
フ
の
出
発
点
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
「
永
遠
が
歴
史
的
な
も
の
の
な
か
に
入
っ
て
く
る
」

こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
啓
示
」
の
出
来
事
で
あ
る
。
本
論
文
の
「
終
章
」
の
最
後
の

一
文
に
は
、「
歴
史
に
よ
る
克
服
」
が
単
な
る
人
間
的
な
営
為
で
は
な
い
と
い
う
塩
濱
の
認
識
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ト
レ
ル
チ
は
あ
え
て
、「
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克
服
す
る
」
と
表
現
し
た
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
克
服
す
る
主
体
と
し
て
の

わ
れ
わ
れ
人
間
と
同
時
に
、
歴
史
の
な
か
に
一
種
の
神
的
な
も
の
が
啓
示
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し

150



◉研究ノート　トレルチの「脱歴史化」モチーフの射程

れ
な
い
。（
78
）

　

神
が
歴
史
の
経
過
を
通
じ
て
世
界
に
関
わ
る
こ
と
は
、
ト
レ
ル
チ
の
神
理
解
の
重
要
な
点
で
あ
り
、
塩
濱
の
解
釈
は
説
得
力
の

あ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
塩
濱
が
試
み
た
よ
う
な
、
ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
を
彼
の
『
信
仰
論
』
と
の
有
機
的

な
関
連
に
お
い
て
解
釈
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。私
自
身
も
同
様
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
な
が
ら
、『
信

仰
論
』
へ
の
目
配
り
が
全
く
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
塩
濱
の
論
文
か
ら
教
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、『
信
仰
論
』
の
中
に
現
れ
る
「
脱

歴
史
化
」
と
い
う
言
葉
を
ト
レ
ル
チ
の
《
歴
史
主
義
》
を
理
解
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
た
研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

こ
こ
に
本
論
文
の
最
大
の
独
自
性
が
あ
る
。そ
し
て
、単
に
独
自
の
新
し
い
試
み
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、ト
レ
ル
チ
の《
歴
史
主
義
》

と
『
信
仰
論
』
の
関
連
を
明
確
に
す
る
と
い
う
重
要
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
塩
濱
に
よ
る
「
脱
歴
史
化
」
モ
チ
ー
フ
の
発
見
の
意
義
を
高
く
評
価
し
た
上
で
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
出

し
て
く
る
際
の
理
路
は
危
う
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、『
信
仰
論
』
に
お
い
て
「
脱
歴
史
化
」

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
も
う
一
度
、
今
度
は
塩
濱
が
引
用
し
て
い
る
通
り
に
こ
の
箇
所
の
全
体
を
確
認
し
た
い
。

や
や
長
い
が
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
的
な
も
の
を
信
仰
論
の
中
に
含
め
る
こ
と
に
対
し
て
持
ち
上
が
る
困
難
は
、
隠
蔽
さ
れ
る

べ
き
で
な
い
。
と
り
わ
け
信
仰
の
自
律
と
い
う
思
想
か
ら
な
さ
れ
る
意
義
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
。
な
ま
く
ら
な
事
実
的

な
も
の
と
の
対
比
に
お
い
て
理
念
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
自
由
の
王
国
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
現
存
在
の
確

信
に
お
い
て
到
達
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
確
信
は
、
権
威
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
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く
、
人
格
性
の
内
的
必
然
性
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
そ
の
頭
目
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
観
念
論
的
な
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
外
的
な
確
信
に
よ
っ
て
何
か
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
神
に
対

す
る
肯
定
は
、
生
き
生
き
と
し
た
人
格
的
な
契
機
か
ら
生
ま
れ
る
と
き
に
の
み
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
こ
と

は
、
単
に
真
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
是
認
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
、
歴
史
は
確
信
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
事
物
の
普
遍
的
な
因
果
連
関
の
一
部
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
信
仰
は
も
っ
ぱ
ら
時
間
を
超

越
し
た
も
の
に
属
す
る
も
の
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
な
も
の
を
脱
ぎ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
時
間
を
超
越
し
た
も
の
と
は
、
直
接
的
に
現
在
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
頭
を
後
ろ
向
き
に
し
な
が
ら

信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ひ
と
は
現
在
的
な
も
の
と
、
時
間
を
超
越
し
た
も
の
と
に
関
し
て
の
み
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
っ
て
、
幾
千
も
の
媒
介
物
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
過
去
的
な
も
の
に
関
し
て
は
、
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ひ

と
は
未
来
に
関
し
て
、
ま
た
不
死
性
に
関
し
て
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
後
ろ
向
き
に
な
る
や
い
な

や
、
す
べ
て
の
も
の
は
苦
痛
に
満
ち
た
外
観
を
呈
す
る
。
イ
エ
ス
が
神
的
な
も
の
の
可
視
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
本
来
的
な
意

味
で
の
歴
史
的
人
物
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
彼
は
時
間
を
超
越
し
て
お
り
、
父
〔
な
る
神
〕
と
等
し
い
こ
と
に

な
る
。
信
仰
は
そ
の
対
象
を
容
易
に
イ
エ
ス
に
お
い
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
、
王
と

し
て
現
在
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
祈
り
を
聞
き
分
け
る
。
そ
し
て
、
彼
と
と
も
に
、
彼
の
周
り
に
集
ま
っ
て
い
る
全
歴
史
も

脱
歴
史
化
さ
れ
る
。
永
遠
が
歴
史
的
制
約
の
中
に
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
歴
史
に
対
す
る
信
仰
に
お
い
て
、
永
遠
を
捕
捉
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
イ
エ
ス
と
教
会
の
創
立
と
を
歴
史
に
押
し
戻
せ
ば
、
そ
れ
ら
は
〔
歴
史
の
〕

全
連
関
の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
神
的
現
実
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
存
在
は
解
消
さ
れ
、
そ
し
て
歴
史
的
客
体
と
し
て
は
、
も
は

や
本
来
的
意
味
で
の
信
仰
の
対
象
た
り
得
な
く
な
る
。
さ
も
な
く
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
の
信
仰
を
、
永
遠
的
な
も
の
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に
で
は
な
く
、
時
間
的
な
も
の
、
有
限
な
も
の
に
向
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う　

。

　

引
用
文
の
全
体
の
主
題
は
、
歴
史
と
信
仰
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。
傍
線
部
で
は
、
イ
エ
ス
の
出
来
事
を
歴
史
の
流
れ
か
ら
切
り

離
せ
ば
歴
史
と
信
仰
は
調
停
可
能
だ
と
述
べ
ら
れ
、
波
線
部
で
は
イ
エ
ス
や
初
代
教
会
も
歴
史
上
の
出
来
事
だ
と
考
え
る
と
、
信

仰
は
そ
の
対
象
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
困
難
さ
が
示
さ
れ
る
。
傍
線
部
と
波
線
部
の
ど
ち
ら
が
ト
レ
ル
チ
の
立
場
な
の
だ
ろ
う

か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
ト
レ
ル
チ
の
立
場
に
近
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
後
者
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
学

的
方
法
を
徹
底
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
や
信
仰
を
保
持
す
る
こ

と
の
困
難
さ
と
向
き
合
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
傍
線
部
の
発
想
は
、
歴
史
の
一
部
を
歴
史
学
的
方
法
か
ら
隔
離
し
、
信
仰
の
保
障

と
す
る
、
ト
レ
ル
チ
が
批
判
し
た
教
義
学
的
方
法
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
安
易
な
解
決
策
を
、
ト
レ
ル
チ
は
拒
否
し
て
い
た
。

　

し
た
が
っ
て
、「
脱
歴
史
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
説
明
す
る
文
中
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
提

示
さ
れ
て
い
る
材
料
か
ら
は
、
ト
レ
ル
チ
自
身
が
「
脱
歴
史
化
」
と
い
う
言
葉
に
積
極
的
な
意
味
を
込
め
て
語
っ
て
い
た
と
主
張

す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。「
脱
歴
史
化
」
と
は
、
ト
レ
ル
チ
が
図
ら
ず
も
使
用
し
た
言
葉
か
ら
、
ト
レ
ル
チ
自

身
の
意
図
を
超
え
て
、
彼
の
《
歴
史
主
義
》
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
有
効
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
塩
濱
が
見
出
し
た
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ト
レ
ル
チ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
ト
レ
ル
チ
の
意
図
を
超
え
て
塩
濱
が
見
出
し
た
「
脱
歴
史
化
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
ト
レ
ル
チ
の
思

想
研
究
を
超
え
た
射
程
を
持
つ
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
関
し
て
言
う
と
、「
脱
歴
史
化
」
に
お
け
る
神
の

啓
示
と
い
う
歴
史
理
解
は
、
Ｋ
．
バ
ル
ト
と
ト
レ
ル
チ
の
間
の
い
わ
ゆ
る
「
断
絶
に
お
け
る
連
続
」
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
も
繋

が
る
だ
ろ
う
し
、
Ｐ
．
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
カ
イ
ロ
ス
」
の
議
論
と
の
連
続
性
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

（
13
）
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神
と
人
間
の
関
係
や
歴
史
の
意
味
を
問
う
た
モ
ル
ト
マ
ン
や
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
ら
さ
ら
に
次
の
世
代
の
神
学
者
た
ち
の
思
想
に
つ
い

て
も
、「
脱
歴
史
化
」
の
モ
チ
ー
フ
は
有
効
な
視
角
を
提
供
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
歴
史
を
歴
史
に
よ
っ
て
克

服
す
る
神
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
ね
て
よ
り
指
摘
は
あ
っ
た
も
の
の　

、
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
研
究
の
な
い
、
ト
レ
ル
チ
と

プ
ロ
セ
ス
神
学
の
比
較
研
究
の
手
が
か
り
と
な
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。
塩
濱
が
「
歴
史
化
」
と
い
う
概
念
の
地
道
な
用
例
分

析
か
ら
掴
み
取
っ
た
「
脱
歴
史
化
」
と
い
う
原
石
は
、
そ
の
輝
き
の
一
端
は
伺
え
る
も
の
の
、
ま
だ
そ
の
全
貌
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

ぜ
ひ
、
今
後
一
層
磨
き
を
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
研
究
に
新
た
な
光
を
も
た
ら
し
て
も
ら
い
た
い
。

（
こ
や
な
ぎ　

あ
つ
し
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）

（
14
）

154



◉研究ノート　トレルチの「脱歴史化」モチーフの射程

［
註
］

（
１
）
以
下
、
本
論
文
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
で
丸
括
弧
中
に
引
用
元
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

（
２
）
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
（E

rnst T
roeltsch

）
は
１
８
６
５
年
２
月
17
日
に
生
ま
れ
、１
９
２
３
年
２
月
１
日
に
57
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

な
お
、拙
著
に
ト
レ
ル
チ
の
享
年
が
58
歳
と
あ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。（
小
柳
敦
史
『
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
歴
史
と
共
同
体
』
知
泉
書
館
、

２
０
１
５
年
、
４
頁
。）

（
３
）
近
藤
勝
彦
『
ト
レ
ル
チ
研
究
』（
上
）
教
文
館
、
１
９
９
６
年
、
７
頁
。

（
４
）Ernst Troeltsch, D

er H
istorism

us und seine Problem
e ( 1922) . K

ritische G
esam

tausgabe B
d. 16, (H

g. Von Friedrich W
ilhelm

 

G
raf in Zusam

m
enarbeit m

it M
atthias Schoßberger), W

alter de G
ruyter, 2008, S. 281.

（
塩
濱
の
博
士
論
文
で
は
20
頁
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。）

（
５
）
Ｈ
．
ホ
ワ
イ
ト
は
Ｒ
．
バ
ル
ト
と
Ｊ
．
デ
リ
ダ
に
依
拠
し
な
が
ら
歴
史
を
「
書
く
」
こ
と
を
中
動
態
と
し
て
理
解
す
る
可
能
性
を
指

摘
す
る
。（
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
『
歴
史
の
喩
法
』
上
村
忠
男
訳
、
作
品
社
、
２
０
１
７
年
、
２
２
５
―
２
２
７
頁
。）
た
だ
し
、
國

分
功
一
郎
は
ホ
ワ
イ
ト
の
中
動
態
解
釈
に
は
否
定
的
で
あ
る
。（
國
分
功
一
郎
『
中
動
態
の
世
界　

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
医
学
書
院
、

２
０
１
７
年
、
３
１
６
―
３
１
７
頁
。）

（
６
）
例
え
ば
、
安
酸
敏
眞
は
ト
レ
ル
チ
と
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
歴
史
主
義
理
解
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ

の
理
由
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
：
安
酸
敏
眞
「
ト
レ
ル
チ
と
「
歴
史
主
義
」
の
問
題
（
承
前
）
―
概
念
史
的
・
問
題
史
的
考
察
の
試
み
」、

『
年
報　

新
人
文
学
』
第
参
号
、
２
０
０
６
年
、
65
―
75
頁
。

（
７
）G

angolf H
übinger, Troeltschs H
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