
1

ア
ル
ケ
イ
ア
―
記
録
・
情
報
・
歴
史
―

第
一
一
号　

二
〇
一
七
年
三
月　

一
―
二
八
頁

南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

歴
史
の
物
語
り
論
（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）
論
争
を
め
ぐ
っ
て

服
部 

裕
幸

南
山
大
学
人
文
学
部
人
類
文
化
学
科 

Archeia: Documents, Information and History
No.11  March, 2017  pp.1-28
Nanzan Archives

Controversy on Postmodernism in History

Department of Anthropology and Philosophy, Faculty of Humanities, 
Nanzan University HATTORI Hiroyuki 

特
集
﹁
資
料
論
Ⅰ
﹂



2

初
め
に

一　

議
論
の
背
景

二　

歴
史
の
物
語
り
論
の
概
要

三　

歴
史
の
物
語
り
論
に
対
す
る
実
証
主
義
者
の
批
判

四　

歴
史
の
物
語
り
論
と
実
証
主
義
は
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か

五　

結
び
に
代
え
て



3

歴
史
の
物
語
り
論
（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）
論
争
を
め
ぐ
っ
て︵

＊
︶

服
部　

裕
幸　

初
め
に

筆
者
は
歴
史
学
の
専
門
家
で
も
な
け
れ
ば
、
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
研
究
を
し
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
本
稿

の
テ
ー
マ
を
自
ら
が
論
ず
る
こ
と
に
抵
抗
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
哲
学
に
は
（
そ
の
定
義
上
）
専
門
は
な
い
（
と
教

室
で
は
話
し
、
実
際
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
も
い
る
）
以
上
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
自
ら
が
語
る
こ
と
を
禁
ず
る
必
要
も
な
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
蛮
勇
を
奮
っ
て
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
筆
者
が
思
う
と
こ
ろ
を
少
し
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。
と

は
い
え
、
こ
の
テ
ー
マ
で
の
研
究
歴
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
先
行
研
究
を
渉
猟
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。
こ
こ

で
は
野
家
啓
一
著
﹃
物
語
の
哲
学
﹄（
岩
波
現
代
文
庫
二
〇
〇
五
）
と
そ
れ
に
対
す
る
遅
塚
忠
躬
著
﹃
史
学
概
論
﹄（
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
一
〇
）
に
お
け
る
批
判
を
議
論
の
主
な
材
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
の
物
語
り
論
論
争
に
つ
い
て
、
ひ

い
て
は
歴
史
学
の
性
格
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
見
解
を
披
露
し
、
諸
賢
の
ご
意
見
を
た
ま
わ
り
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。
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一　

議
論
の
背
景

筆
者
は
最
近
、
野
家
啓
一
の
﹁
歴
史
の
物
語
り
論
﹂
と
そ
れ
に
対
す
る
遅
塚
忠
躬
の
批
判
に
接
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
こ
れ
は
ま
っ

た
く
の
偶
然
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、双
方
の
や
り
取
り
を
見
て
、筆
者
が
学
生
の
頃
に
読
ん
だ
E
．H
．カ
ー
の﹃
歴
史
と
は
何
か
﹄（
岩

波
新
書
一
九
六
二
）
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
当
時
の
筆
者
に
は
、
カ
ー
の
本
の
そ
の
当
時
に
お
け
る
意
義
や
、
そ
の
本
が

歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
、
知
る
由
も
な
か
っ
た
が
、
今
改
め
て
読
み
返
し
て

み
る
と
、
昨
今
の
歴
史
哲
学
論
争
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、
こ
の

本
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
本
稿
に
関
わ
り
の
あ
る
範
囲
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

カ
ー
に
よ
れ
ば
、十
九
世
紀
は
﹁
事
実
尊
重
の
時
代
﹂
で
あ
り
、実
証
主
義
が
強
大
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
、﹁
事
実
尊
重
﹂

と
か
実
証
主
義
と
い
う
こ
と
で
彼
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
歴
史
に
つ
い
て
の
見
方
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
歴
史
は
、
確

か
め
ら
れ
た
事
実
の
集
成
か
ら
成
る
…
歴
史
家
に
と
っ
て
は
、
事
実
は
文
書
や
碑
文
な
ど
の
う
ち
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
す
。
歴
史
家
は
事
実
を
集
め
、こ
れ
を
家
へ
持
っ
て
帰
り
、こ
れ
を
調
理
し
て
、自
分
の
好
き
な
ス
タ
イ
ル
で
食
卓
に
出
す
の
で
す
。﹂

（
カ
ー
一
九
六
二
、五
頁
）
と
こ
ろ
が
、
二
〇
世
紀
に
な
る
と
そ
う
し
た
歴
史
観
は
後
退
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
﹁
歴
史
家
は
自
分
の
好

む
事
実
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
…
歴
史
と
は
解
釈
の
こ
と
で
す
。﹂（
カ
ー
一
九
六
二
、五
頁
）
と
い
う
言
葉
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
、

解
釈
主
義
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
見
方
が
力
を
持
っ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
実
証
主
義
が
神
聖
視
す
る
事
実
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ

も
、
歴
史
家
（
の
関
心
）
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。﹁
歴
史
家
は
必
然
的
に
選
択
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
歴
史

家
の
解
釈
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
存
在
す
る
歴
史
的
事
実
と
い
う
堅
い
芯
を
信
じ
る
の
は
、
前
後
顛
倒
の
誤
謬
で
あ
り
ま
す
。﹂（
カ
ー

一
九
六
二
、九
頁
）
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し
か
し
、カ
ー
は
解
釈
主
義
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、そ
れ
に
全
面
的
に
は
与
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、解
釈
主
義
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

あ
る
種
の
﹁
懐
疑
主
義
﹂
な
い
し
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。﹁
こ
れ[

＝
解
釈
主
義]

を
論
理

的
帰
結
ま
で
押
し
進
め
ま
す
と
、
そ
も
そ
も
、
す
べ
て
の
客
観
的
歴
史
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
、
歴
史
は
歴
史
家
が
つ
く
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。﹂（
カ
ー
一
九
六
二
、三
三
頁
）﹁
結
局
、
こ
れ
で
は
完
全
な
懐
疑
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な
り
﹂
歴

史
家
と
し
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ー
は
、
こ
の
二
つ
の
立
場
を
折
衷
す
る
よ
う
な
第
三
の
道
を
模
索

し
、﹁
歴
史
と
は
歴
史
家
と
事
実
と
の
間
の
相
互
作
用
の
不
断
の
過
程
で
あ
り
、
現
在
と
過
去
と
の
間
の
尽
き
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
対
話
﹂

（
カ
ー
一
九
六
二
、四
〇
頁
）
で
あ
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
カ
ー
の
折
衷
策
は
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
い
か
に
﹁
現
在
と
過
去
と
の

間
の
尽
き
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
対
話
﹂
と
い
う
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
よ
う
と
、
過
去
が
歴
史
家
の
現
在
の
（
仮
の
）
主
観
的
解
釈

に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
、
そ
の
過
去
に
よ
っ
て
当
初
の
解
釈
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
過
去
が
歴
史
家
の
解
釈
を
介
在
し

て
は
じ
め
て
存
在
す
る
以
上
、
結
局
は
﹁
正
し
い
解
釈
の
基
準
は
現
在
の
あ
る
目
的
に
と
っ
て
の
適
合
性
で
あ
る
と
い
う
主
張
﹂（
＝

カ
ー
の
言
う
意
味
で
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
解
釈
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
カ
ー
自
身
が
批
判
し
て
い
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
（
カ
ー
一
九
六
二
、三
五
頁 

参
照
）。

さ
て
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
近
年
の
歴
史
の
物
語
り
論
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
、
お
よ
び
、
そ
の
論
争
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
試
み

は
、
こ
の
カ
ー
が
提
起
し
た
問
題
と
そ
の
解
決
策
の
模
索
の
、
新
た
な
装
い
の
も
と
で
の
再
現
と
言
え
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
解
釈

主
義
の
代
わ
り
に
﹁
言
語
論
的
転
回︶

1
︵

﹂
論
な
い
し
歴
史
の
物
語
り
論
が
、
実
証
主
義
の
代
わ
り
に
﹁
柔
ら
か
な
実
在
論︶

2
︵

﹂
が
、
そ
れ
ぞ

れ
代
役
を
務
め
、
両
者
の
間
で
激
し
い
論
争
を
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
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二　

歴
史
の
物
語
り
論
の
概
要

歴
史
の
物
語
り
論
と
は
何
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
主
張
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
言
え
ば
、﹁
歴
史[

学]

は
科
学
で
は
な
く
、
文
学
な
の
だ
﹂
と
い
う
主
張
と
言
え
よ
う
。
こ
う
い
う
表
現
を
す
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
見
解
だ
、
物
を
知
ら
な

い
に
も
程
が
あ
る
、と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
の
で
│
そ
し
て
、実
際
、物
語
り
論
を
き
ち
ん
と
理
解
せ
ず
に
批
判
を
す
る
人
々

の
中
に
は
そ
う
し
た
感
情
的
反
応
を
し
て
い
る
だ
け
の
人
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
│
、
こ
こ
で
は
こ
の
主
張
が
正
確
に
は

何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
、
日
本
に
お
け
る
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
野
家
啓
一
の
著
作
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　物
語
り
行
為︶

3
︵

と
は

そ
も
そ
も
、
物
語
り
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
人
が
何
か
を
物
語
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
野
家
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。﹁﹃
出
来
事
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
時
間
系
列
﹄
と
い
う
要
件
を
備
え
た
言
語
行
為
を
、
と
り
あ
え
ず
﹃
物
語
行
為
﹄
と
呼
ん
で
お
こ

う
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
七
頁
）﹁
経
験
を
伝
承
し
共
同
化
す
る
言
語
装
置
を
わ
れ
わ
れ
は
﹃
物
語
﹄
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。﹂（
野

家
二
〇
〇
五
、八
三
頁
）
こ
の
定
義
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
（
架
空
の
）
物
語
の
み
な
ら
ず
、
現
実
世
界
の
出
来
事
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
時
間
の
流
れ
の
中
で
語
れ
ば
、
そ
れ
は
物
語
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
こ
の
意
味
で
の
物
語
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
野
家
に
よ
れ
ば
、﹁
物
語
文
は
す
べ
て
、
原
則
的
に
因

果
関
係
を
表
現
す
る
文
に
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、八
五
頁
）
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、﹁
私
が
提
案
し
た
奇

襲
作
戦
は
味
方
の
部
隊
を
勝
利
に
導
い
た
﹂
と
い
う
文
は
物
語
文
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語
り
の
定
義
と
の
関
連
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
定
義
の
背
後
に
は
、
出
来
事
を
孤
立
的
に
捉
え
て
語
る
こ
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と
は
意
味
を
な
さ
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
経
験
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
物
語
行
為
こ
そ
が
﹃
経
験
﹄
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。﹂（
同
頁
）
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
重
大
な
帰
結
を

も
た
ら
す
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
物
語
り
の
構
成
要
素
の
一
つ
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、﹁
コ
ン
テ
ク

ス
ト
が
変
化
す
れ
ば
、
過
去
の
出
来
事
の
意
味
づ
け
も
ま
た
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、八
八
頁
）
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
変
わ
れ
ば
経
験
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
野
家
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
経
験
は
あ
る
時

点
で
完
結
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
…
経
験
は
生
成
し
、増
殖
し
、変
容
し
続
け
る
の
で
あ
る
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、八
七
│
八
八
頁
）

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、﹁
出
来
事
を
孤
立
的
に
捉
え
て
語
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
﹂
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て

歴
史
の
物
語
り
論
が
従
来
の
解
釈
主
義
と
顕
著
に
異
な
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
つ
は
、
物
語
り
論
が
過
去
に
つ
い
て
反
実

在
論
的
立
場
を
鮮
明
に
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。﹁
過
去
の
出
来
事
は
﹃
描
写
﹄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
…
想
起
的
に
﹃
構

成
﹄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
一
四
頁
）﹁
経
験
を
語
る
こ
と
は
過
去
の
体
験
を
再
生
な
い
し
再
現
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
過
去
の
体
験
は
経
験
を
語
る
物
語
行
為
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
得
な
い
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
一
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
直
ち
に
、
二
人
の
人
の
間
で
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
証
言
が
異
な
っ
た
時
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
過

去
の
客
観
的
事
実
に
照
ら
し
て
判
定
す
る
が
で
き
る
は
ず
だ
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
だ
、
と
い
う
反
論
が
出
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
野
家
は
次
の
よ
う
に
応
ず
る
。﹁
い
ず
れ
の
証
言
が
正
し
い
か
は
、
過
去
の
事
実
と
の
照
合
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
彼
ら
の
他
の
発
言
や
別
の
目
撃
者
の
証
言
と
の
﹃
整
合
性
﹄
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
過
去
に
関
す
る
言
明
の
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真
偽
を
決
定
す
る
基
準
は
、
事
実
と
の
﹃
対
応
﹄
で
は
な
く
、
他
の
諸
々
の
言
明
と
の
﹃
整
合
性
﹄、
つ
ま
り
は
過
去
を
語
る
﹃
物
語

の
筋
の
一
貫
性
﹄
な
の
で
あ
る
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
一
八
頁
）

こ
の
事
情
は
、
物
的
証
拠
を
持
ち
出
し
て
論
じ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、﹁[

物
的
証
拠]

は
過
去
の
事
実
そ
の
も
の
で
は

な
く
、﹃
過
去
の
痕
跡
﹄
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
物
的
証
拠
と
い
う
﹃
過
去
の
事
実
﹄
と
想
起
内
容
と
を
比
較
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、物
的
証
拠
と
い
う
﹃
過
去
の
痕
跡
﹄
か
ら
遡
及
的
に
再
構
成
さ
れ
た
過
去
の
事
実
と
の
整
合
性
を
確
か
め
て
い
る
﹂

（
野
家
二
〇
〇
五
、一
一
八
│
一
一
九
頁
）
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
的
事
実
は
解
釈
学
的
事
実
で
あ
る

か
つ
て
カ
ー
は
﹁
過
去
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
実
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
﹂（
カ
ー
一
九
六
二
、六
頁
）
と
述
べ
、
歴

史
家
の
何
ら
か
の
判
断
な
い
し
解
釈
が
加
わ
っ
て
初
め
て
歴
史
的
事
実
に
な
る
と
主
張
し
た
。
そ
う
し
て
彼
は
、
解
釈
主
義
的
歴
史

観
に
一
定
の
妥
当
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
物
語
り
論
者
は
よ
り
深
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
歴
史
的
事
実
の
解
釈
依
存
性
を
主
張
し
た
の

で
あ
る
。
過
去
の
事
実
は
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
語
る
（
＝
物
語
る
）
と
い
う
言
語
行
為
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
過
去

の
事
実
は
解
釈
学
的
事
実
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
事
実
も
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。﹁
歴
史
的
事
実

は
、
あ
り
の
ま
ま
の
﹃
客
観
的
事
実
﹄
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
物
語
行
為
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
媒
介
さ
れ
、
変
容
さ
れ
た
﹃
解
釈
学

的
事
実
﹄
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
二
二
頁
）
歴
史
家
の
中
に
は
、
解
釈
さ
れ
る
前
の
生
の
史
料
が
あ
る
、

と
言
い
た
く
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
物
語
り
論
者
に
よ
れ
は
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
。﹁
文
献
史
料
は
言
語
に
よ
る
記

述
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
過
去
を
再
現
す
る
手
段
で
は
な
く
、
す
で
に
﹃
解
釈
﹄
の
産
物
な
の
で
あ
る
。﹂（
野
家

二
〇
〇
五
、一
二
二
頁
）
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歴
史
的
出
来
事
は
歴
史
叙
述
と
不
可
分

先
に
、
物
語
り
論
者
に
よ
れ
ば
過
去
の
経
験
に
つ
い
て
物
語
る
こ
と
で
経
験
は
経
験
と
し
て
成
立
す
る
、
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と

は
物
語
り
論
者
の
言
う
意
味
で
の
物
語
り
（
行
為
）
と
独
立
に
は
過
去
の
出
来
事
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な

わ
ち
、﹁
想
起
と
切
り
離
さ
れ
た
﹃
過
去
自
体
﹄
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
か
ら
独
立
し
た
歴
史
的
出
来
事
も
存
在
し
な
い
﹂

（
野
家
二
〇
〇
五
、一
六
七
頁
）
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
抱
く
向
き
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
出
来
事
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
異
な
る
記
述
が
与
え
ら

れ
る
、
と
い
う
事
態
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
記
述
、
つ
ま
り
叙
述
と
は
独
立
な
出
来
事
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
野
家
は
、
私
た
ち
の
知
覚
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
分
析
を
援
用
し
て
、
次
の
よ

う
に
答
え
る
。﹁
複
数
の
歴
史
叙
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
一
の
歴
史
的
出
来
事
の
﹁
射
映(A

bschattung)

﹂
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
…
無
数
の
知
覚
的
射
映
の
志
向
的
統
一
が
一
つ
の
事
物
で
あ
る
よ
う
に
、
射
映
す
る
無
数
の
歴
史
叙
述
の
志
向
的
統
一
こ
そ

が
一
つ
の
歴
史
的
出
来
事
な
の
で
あ
る
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
六
八
頁
）
筆
者
は
現
象
学
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
言
わ
ん

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
今
私
が
椅
子
に
腰
掛
け
て
、
目
の
前
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
の

壜
と
グ
ラ
ス
を
見
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
私
に
は
茶
色
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、
そ
の
壜
の
、
ラ
ベ
ル
の
張
ら
れ
た
側
が
見
え

て
い
る
。
壜
の
右
横
に
は
琥
珀
色
の
液
体
が
半
分
ほ
ど
入
っ
て
い
る
グ
ラ
ス
も
見
え
る
。
壜
の
左
側
横
の
テ
ー
ブ
ル
の
表
面
に
は
壜
の

影
が
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
壜
の
裏
側
は
見
え
て
い
な
い
。
私
が
立
ち
上
が
る
と
、
こ
う
し
た
景
色
は
大
き
く
変
わ
る
。
縦
長
に
見
え

て
い
た
壜
は
も
は
や
そ
こ
に
は
な
く
、
や
や
短
く
見
え
る
。
先
程
は
か
す
か
に
斜
め
に
見
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
キ
ャ
ッ
プ
が
、
今
や

か
な
り
丸
く
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
グ
ラ
ス
に
入
っ
た
液
体
も
、
先
程
は
グ
ラ
ス
越
し
に
見
え
て
い
た
だ
け
で
あ
る
が
、
今
や
真
上
か

ら
じ
か
に
見
え
る
。
さ
て
、
私
が
テ
ー
ブ
ル
の
周
り
を
回
っ
て
反
対
側
に
移
動
す
る
と
、
こ
う
し
た
景
色
は
ま
た
大
き
く
変
わ
る
。
グ
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ラ
ス
は
壜
の
左
側
に
見
え
、
壜
の
影
は
右
側
横
の
テ
ー
ブ
ル
の
表
面
に
見
え
る
。
壜
の
表
面
に
は
も
は
や
ラ
ベ
ル
は
見
え
な
い
。
今
、

三
つ
の
記
述
を
例
と
し
て
与
え
た
が
、
私
の
移
動
は
連
続
的
に
行
な
わ
れ
た
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
三
つ
の
記
述
の
間
に

は
無
数
の
異
な
る
景
色
の
記
述
が
存
在
す
る
。
さ
て
、こ
う
し
た
景
色
（
の
記
述
）
が
、引
用
文
中
の
﹁
知
覚
的
射
映
﹂
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
場
合
、
重
要
な
こ
と
は
、
私
に
は
い
つ
の
時
点
で
も
、
一
つ
の
景
色
し
か
見
え
て
い
な
い
（
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
景
色
し
か
経
験

さ
れ
て
い
な
い
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
経
験
す
る
壜
は
、
あ
る
時
に
は
グ
ラ
ス
の
左
側
に
あ
る
壜
で
あ
り
、
別
の
時
に
は
グ

ラ
ス
の
右
側
に
あ
る
壜
で
あ
る
。
そ
う
し
た
仕
方
で
の
経
験
を
超
え
た
壜
な
ど
、（
お
そ
ら
く
経
験
の
定
義
上
）
経
験
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
日
常
的
に
は
﹁（
表
側
も
あ
り
、
裏
側
も
あ
り
、
底
も
あ
り
、
上
部
も
あ
る
）
同
じ
（
一
つ
の
）

ウ
ィ
ス
キ
ー
の
壜
を
見
て
い
る
﹂
と
い
う
表
現
で
言
い
表
す
の
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
と
歴
史
的
出
来
事
の
関
係
も
こ
れ
と
同
様
な
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、一
方
で
﹁
私
が
提
案
し
た
奇
襲
作
戦
は
味
方
の
部
隊
を
勝
利
に
導
い
た
﹂
と
い
う
叙
述
が
与
え
ら
れ
、他
方
で
﹁
私

が
提
案
し
た
奇
襲
作
戦
は
大
局
の
戦
略
を
誤
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
﹂
と
い
う
叙
述
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
同
じ
歴
史
的

出
来
事
に
つ
い
て
の
﹁
射
映
﹂
な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
﹁
射
映
﹂
の
﹁
志
向
的
統
一
﹂
が
歴
史
的
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
﹁
射
映
﹂（
す
な
わ
ち
叙
述
）
と
独
立
の
歴
史
的
出
来
事
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

ど
の
﹁
物
語
文
﹂
が
正
し
い
の
か
？

と
こ
ろ
で
、
架
空
の
人
物
や
架
空
の
出
来
事
な
ど
の
場
合
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
物
語
り
は
一
般
に
は
い
ろ
い
ろ

と
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
実
在
の
人
物
﹂
や
﹁
実
際
の
出
来
事
﹂
に
つ
い
て
の
物
語
り
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
と
き
、
同
じ
人
物
や
同
じ
出
来
事
に
つ
い
て
異
な
る
物
語
り
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
物
語
り

が
い
わ
ゆ
る
小
説
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
何
の
不
都
合
も
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
（
学
）
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の
本
と
な
る
と
そ
う
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
当
然
、
ど
の
物
語
り
（
＝
歴
史
叙
述
）
が
正
し
い
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
野
家
の
見
解
は
、
先
の
﹁
証
言
の
正
し
さ
﹂
に
つ
い
て
の
考
え

方
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
他
の
諸
々
の
言
明
と
の
﹃
整
合
性
﹄、
つ
ま
り
は
過
去
を
語
る
﹃
物
語
の

筋
の
一
貫
性
﹄﹂
の
あ
る
方
が
﹁
正
し
い
﹂
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
﹁
正
し
い
﹂
と
は
﹁
整
合
的
で
あ
る
こ
と
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い︶

4
︵

。

こ
の
見
解
を
採
用
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
新
し
い
歴
史
的
史
料
の
発
見
な
ど
に
よ
る
通
説
の
﹁
反
証
﹂
と
称
す
る
も
の
に
つ
い
て
の

考
え
方
も
若
干
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
予
期
せ
ぬ
考
古
学
的
発
掘
や
未
公
開
の
古
文
書
の
発
見
な
ど

新
た
な
﹃
証
拠
﹄
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
成
の
物
語
文
が
﹃
主
張
可
能
性
﹄
を
失
い
、
重
大
な
修
正
を
迫
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
場
合
に
も
、
ど
の
物
語
文
が
否
定
さ
れ
る
か
は
一
義
的
に
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
物
語
文
が
否
定

あ
る
い
は
修
正
さ
れ
る
か
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
﹁
整
合
性
﹂
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
複
数
の
選
択

肢
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、一
八
〇
頁
）
こ
こ
で
は
ク
ワ
イ
ン
流
の
全
体
論
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
。（
野
家

二
〇
〇
五
、一
七
九
頁 

参
照
）

以
上
、
物
語
り
論
者
の
見
解
の
概
要
を
野
家
啓
一
の
著
作
を
参
考
に
整
理
し
て
み
た
が
、
歴
史
を
文
学
と
同
列
に
置
く
見
解
に
対
し

て
は
、
そ
れ
が
い
か
に
も
っ
と
も
ら
し
く
語
ら
れ
よ
う
と
、
実
証
主
義
的
な
歴
史
学
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。

次
節
で
は
彼
ら
の
批
判
を
見
て
み
よ
う
。



12

三　

歴
史
の
物
語
り
論
に
対
す
る
実
証
主
義
者
の
批
判

前
節
で
見
た
よ
う
に
、歴
史
の
物
語
り
論
に
よ
る
と
、歴
史
的
事
実
を
研
究
す
る
歴
史
学
と
虚
構
の
作
品
で
あ
る
文
学
と
は
同
じ
（
レ

ベ
ル
の
）
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
場
の
歴
史
家
の
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
捉
え
た
見
方
と
は
と
て
も
思

え
な
い
、
と
い
う
疑
問
な
い
し
不
満
が
出
て
く
る
の
は
ほ
と
ん
ど
必
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
歴
史
の
物
語
り
論
は
答
え
を

用
意
し
て
い
る
が
、
ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
に
基
づ
い
て
歴
史
の
物
語
り
論
を
批
判
す
る
論
者
（
実
証
主
義
者
）
の
見
解
を
、
遅

塚
忠
躬
の
著
作
を
参
考
に
し
つ
つ
、
見
て
み
よ
う
。

批
判
者
の
基
本
的
立
場

歴
史
学
者
で
あ
る
遅
塚
は
、
ま
ず
歴
史
学
者
の
作
業
の
論
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
る
。

歴
史
学
の
作
業
工
程

遅
塚
に
よ
れ
ば
、﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
…
歴
史
学
を
、
過
去
の
事
実
を
研
究
し
て
仮
説
を
提
示
す
る
営
み
で
あ
る
と
み
な
﹂
す
。（
遅
塚

二
〇
一
〇
、一
一
五
頁
）﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
史
料[

＝
過
去
の
残
し
た
痕
跡]

を
通
し
て
事
実
を
知
る
の
で
あ
る
。﹂（
同
頁
）

﹁
歴
史
学
の
営
み
を
分
解
し
て
作
業
工
程
表
を
作
っ
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
…

①
問
題
関
心
を
抱
い
て
過
去
に
問
い
か
け
、
問
題
を
設
定
す
る
。

②
そ
の
問
題
設
定
に
適
し
た
事
実
を
発
見
す
る
た
め
に
、
雑
多
な
史
料
群
の
な
か
か
ら
そ
の
問
題
設
定
に
関
係
す
る
諸
種
の
史
料
を
選

び
出
す
。
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③
諸
種
の
史
料
の
記
述
の
検
討
…
に
よ
っ
て
、
史
料
の
背
後
に
あ
る
事
実
を
認
識
…
す
る
。

④
考
証
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
諸
事
実
を
素
材
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
の
間
の
関
連
…
を
想
定
し
、
諸
事
実
の
意
味
…
を
解
釈
す

る
。

⑤
そ
の
想
定
と
解
釈
の
結
果
と
し
て
、
最
初
の
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
仮
説
…
を
提
示
し
、
そ
の
仮
説
に
基
づ
い
て
歴
史
像
を
構
築
し

た
り
修
正
し
た
り
す
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
一
六
頁
）

客
観
的
事
実
は
存
在
す
る

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
遅
塚
に
よ
れ
ば
、
歴
史
学
者
は
過
去
の
事
実
を
出
発
点
と
し
、（
論
理
的
に
は
）
そ
の
後
で
、
そ
の
事
実
の

歴
史
的
意
味
を
探
っ
た
り
、解
釈
を
与
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、そ
う
は
言
う
も
の
の
、遅
塚
の
言
う
﹁
事
実
の
認
識
（
い

わ
ゆ
る
実
証
）
と
い
う
作
業
③
と
、
事
実
の
解
釈
と
い
う
作
業
④
と
を
論
理
的
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
い
う
疑
問
に
対

し
て
、遅
塚
は
ど
う
答
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
歴
史
家
の
主
観
か
ら
独
立
し
た
事
実
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
解
釈
主
義
者
な
い
し
物
語
り
論
者
の
疑
問
に
対
し
て
彼
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対

し
て
は
、
彼
は
基
本
的
に
は
﹁
そ
の
よ
う
な
切
り
離
し
は
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
歴
史
家
の
主
観
か
ら
独
立
し
た
事
実
は
存
在
す

る
﹂
と
答
え
る
。

﹁
史
料
の
解
釈
と
い
う
作
業
は
、
媒
体
た
る
史
料
の
背
後
に
客
体
た
る
事
実
が
実
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
は

…
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
で
あ
る
が
、
史
料
に
﹃
痕
跡
﹄
が
記
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
痕
跡
の
も
と
に
な
る
何
ら
か
の
﹃
事
実
﹄
…

が
実
在
す
る
と
想
定
す
る
の
は
、
当
然
﹂
な
の
で
あ
る
。（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
二
三
頁
）
そ
し
て
、﹁
史
料
の
解
釈
は
、
こ
の
前
提
の

も
と
で
、
…
痕
跡
の
背
後
の
事
実
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
他
方
で
、
事
実
の
解
釈
は
…
そ
の
事
実
の
も
つ
意
味
を
検
討
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し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。﹂（
同
頁
）

こ
の
よ
う
に
解
釈
主
義
に
対
し
て
応
ず
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
事
実
の
認
識
と
事
実
の
解
釈
の
分
離
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
あ

る
こ
と
を
彼
は
否
定
し
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
は
よ
り
細
か
い
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
彼
は
、
歴
史
的
事
実
を
分
類
す

る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
事
実
と
一
口
に
言
っ
て
も
そ
れ
に
は
三
種
類
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
史
上
の

事
実
、
事
件
史
上
の
事
実
、
文
化
史
上
の
事
実
、
こ
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、﹁
構
造
史
上
の
事
実
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
あ

る
男or

女
…
が
生
ま
れ
た
と
か
死
ん
だ
と
か
、
あ
る
市
場
で
あ
る
商
品
が
売
買
さ
れ
た
と
か
、
あ
る
男
が
領
主
に
あ
る
額
の
貢
租
を

納
め
た
と
か
、
あ
る
裁
判
所
で
あ
る
男
が
裁
か
れ
た
と
か
、
あ
る
男
が
あ
る
書
物
を
買
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。﹂（
遅
塚

二
〇
一
〇
、一
三
七
頁
）
構
造
史
上
の
事
実
は
そ
れ
一
個
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
が
、
反
復
的
な
大
量
現
象
に
な
る
と

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、﹁
事
件
史
上
の
事
実
の
代
表
的
な
例
は
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
…
と
か
い
う

事
実
﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
三
八
頁
）
で
あ
る
。
文
化
史
上
の
事
実
は
構
造
史
上
の
事
実
と
事
件
史
上
の
事
実
の
中
間
に
位
置
す
る
。

こ
れ
は
、﹁
主
と
し
て
、
個
人
の
域
を
越
え
た
人
間
集
団
（
村
や
町
の
住
民
か
ら
身
分
や
階
級
や
国
民
に
ま
で
及
ぶ
集
団
）
の
習
俗
…

や
心
性
…
や
社
会
的
結
合
関
係
…
や
政
治
文
化
…
な
ど
を
示
す
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
四
一
頁
）
遅
塚
は
そ
の

よ
う
な
例
と
し
て
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
指
摘
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
に
農
民
の
間
に
﹁
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト
の
陰

謀
﹂
と
い
う
言
説
が
生
じ
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
い
る
（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
四
一
│
一
四
二
頁 

参
照
）。

さ
て
、﹁
文
化
史
上
の
事
実
は
、
表
象
と
解
釈
に
依
存
し
て
い
る
。﹂（
遅
塚
、
一
五
〇
頁
）
し
た
が
っ
て
、
文
化
史
上
の
事
実
に
関

し
て
は
、
物
語
り
論
は
全
面
的
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。﹁
こ
う
い
う
文
化
史
上
の
事
実
に
こ
そ
、﹃
転
回
論
﹄[

＝
解
釈
論
、
物
語

り
論]

が
全
面
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
九
〇
頁
）
し
か
し
、
構
造
史
上
の
事
実
に
関
し
て
は
事
実
と
そ
の

解
釈
は
完
全
に
分
離
可
能
で
あ
る
。
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歴
史
像
（
歴
史
学
の
仮
説
）
の
構
築
（
事
実
に
つ
い
て
の
歴
史
家
の
解
釈
）
の
妥
当
性

解
釈
の
妥
当
性
、
つ
ま
り
歴
史
学
の
仮
説
の
妥
当
性
は
、
そ
れ
が
論
理
的
に
整
合
的
で
あ
る
か
、
ま
た
反
証
テ
ス
ト
に
耐
え
て
い
る

か
、
に
よ
っ
て
判
定
可
能
で
あ
る
と
遅
塚
は
考
え
て
い
る
。
歴
史
の
物
語
り
論
と
の
比
較
で
特
に
重
要
な
の
は
、
後
者
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、﹁
物
語
り
論[

は]

歴
史
学
の
反
証
可
能
性
を
機
能
不
全
に
す
る
﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
九
九
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

上
で
見
た
よ
う
に
、
遅
塚
に
よ
れ
ば
、
構
造
史
上
の
事
実
に
関
す
る
限
り
、
事
実
は
そ
の
意
味
や
解
釈
と
独
立
に
存
在
し
う
る
。
し

た
が
っ
て
、
あ
る
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
何
ら
か
の
予
想
を
た
て
、
そ

の
予
想
を
裏
付
け
る
事
実
を
探
す
、
と
い
う
仕
方
で
、
解
釈
の
妥
当
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
歴
史
家
の
解

釈
は
K
．R
．ポ
パ
ー
の
言
う
意
味
で
の
反
証
テ
ス
ト
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。﹁
歴
史
学
に
お
け
る
立
証
や
反

証
の
大
半
は
、
物
語
り
の
筋
の
一
貫
性
だ
け
を
規
準
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事
実
立
脚
性
を
規
準
に
し
て
い
る
の
だ
。﹂（
遅
塚

二
〇
一
〇
、二
〇
一
頁
）

た
し
か
に
、﹁
そ
う
い
う
反
証
理
論
に
よ
る
テ
ス
ト
は
、
新
し
い
命
題
や
選
び
出
さ
れ
た
命
題
や
修
正
さ
れ
た
命
題
が
、
他
の
命
題

に
比
べ
て
、
さ
し
あ
た
り
の
…
相
対
的
優
位
性
を
も
つ
こ
と
を
保
証
す
る
の
み
﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、三
五
三
頁
）
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
、
歴
史
家
に
よ
る
す
べ
て
の
解
釈
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
学
と
（
歴
史
）
小
説
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る

以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
い
か
な
る
結
論
が
導
か
れ
る
か
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。﹁
歴
史
学
と
文
学
と
の
間
の
重
要
な
相
違

点
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
、
歴
史
学
の
描
く
歴
史
像
が
反
証
可
能
性
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
性
を
担
保
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
文
学

作
品
に
つ
い
て
そ
の
反
証
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
（
無
意
味
）
だ
、と
い
う
点
に
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、二
〇
三
頁
）
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か
く
し
て
、
遅
塚
は
、
歴
史
学
と
小
説
を
同
列
に
扱
う
物
語
り
論
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

四　

歴
史
の
物
語
り
論
と
実
証
主
義
は
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か

歴
史
の
物
語
り
論
と
歴
史
の
実
証
主
義
は
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
主
張
の
み
を
見
て
み
る
と
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
立
場
の
よ
う

に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
一
方
に
お
い
て
は
歴
史
学
と
小
説
が
同
列
に
お
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い

と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
節
及
び
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
（
本
稿
で
は
野
家
と
遅
塚
）
の
主
張
を

子
細
に
見
て
み
る
と
、
実
は
両
者
は
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
遅
塚
は
﹁
文
化
史
上
の
事
実
に
関
し
て

は
、
物
語
り
論
は
全
面
的
に
妥
当
す
る
﹂
と
さ
え
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
両
者
が
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
も
た
し
か
に

存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
物
語
り
論
が
解
釈
と
切
り
離
さ
れ
た
過
去
の
事
実
の
存
在
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
に
対
し
て
、
批
判
者
た
ち

が
、
少
な
く
と
も
構
造
史
上
の
事
実
に
関
し
て
は
、
解
釈
と
独
立
に
過
去
の
事
実
が
存
在
す
る
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

点
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
論
証
を
も
う
少
し
細
か
く
見
る
必
要
が
あ
る
。

歴
史
家
の
解
釈
と
は
独
立
に
、（
構
造
史
上
の
）
事
実
が
存
在
す
る
と
い
う
論
点
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。﹁
史
料
の
圧
倒
的
部
分

は
書
き
手
に
よ
る
表
象
の
産
物
で
あ
る
﹂
と
﹁
転
回
論
者
﹂（
＝
解
釈
論
者
、
物
語
り
論
者
）
は
考
え
る
よ
う
だ
が
、
遅
塚
の
見
る
と

こ
ろ
で
は
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
依
拠
す
る
史
料
の
な
か
に
は
、
記
述
史
料
以
外
に
、
記
述
者
の
解
釈
が
介
入
す
る
余
地
の
な
い
事
実
そ
の

も
の
の
記
録
も
ま
た
大
量
に
存
在
す
る
﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
二
二
頁
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
構
造
史
上
の
事
実
と
言
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
引
用
し
た
が
、
労
を
い
と
わ
ず
に
再
度
示
し
て
お
こ
う
。
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﹁
構
造
史
上
の
事
実
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る
男or

女
…
が
生
ま
れ
た
と
か
死
ん
だ
と
か
、
あ
る
市
場
で
あ
る
商
品
が
売
買

さ
れ
た
と
か
、
あ
る
男
が
領
主
に
あ
る
額
の
貢
租
を
納
め
た
と
か
、
あ
る
裁
判
所
で
あ
る
男
が
裁
か
れ
た
と
か
、
あ
る
男
が
あ
る
書
物

を
買
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
三
七
頁
）﹁
構
造
史
上
の
事
実
は
、
そ
れ
一
個
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど

意
味
を
持
た
な
い
が
反
復
的
な
大
量
現
象
に
な
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
よ
う
な
事
実
、
で
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
三
八
頁
）

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
解
釈
論
者
あ
る
い
は
物
語
り
論
者
は
ど
う
応
ず
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ー︶

5
︵

な
ら
次
の
よ
う
に
論
ず
る
だ
ろ

う
。
物
語
り
論
を
批
判
す
る
人
々
は
過
去
の
事
実
と
歴
史
的
事
実
を
混
同
し
て
い
る
、
と
。
ま
ず
﹁
歴
史
上
の
事
実
を
過
去
に
関
す
る

他
の
事
実
か
ら
区
別
す
る
﹂（
カ
ー
一
九
六
二
、七
頁
）
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
歴
史
的
事
実
と
い
う
地
位
は
解
釈
の
問
題
に
依
存

す
る
。﹂（
カ
ー
一
九
六
二
、一
一
頁
）
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
事
実
は
歴
史
家
の
解
釈
と
独
立
に
は
存
在
し
え
な
い
、
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
論
に
対
し
て
遅
塚
は
、
歴
史
家
が
何
ら
か
の
問
題
意
識
や
仮
説
か
ら
出
発
し
て
事
実
を
探
索
し
、
集
め
る

と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
そ
う
し
た
問
題
や
仮
説
と
論
理
的
に
独
立
し
た
事
実
の
存
在
を
否
定
は
し
な
い
、
と
論

ず
る
だ
ろ
う
。（
遅
塚
が
事
実
と
解
釈
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。）

し
た
が
っ
て
、
カ
ー
の
よ
う
な
議
論
で
は
、
解
釈
に
依
存
し
な
い
構
造
史
上
の
事
実
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
上
の
よ
う
な
遅
塚
の
反
論
に
対
し
て
、
物
語
り
論
者
の
野
家
は
次
の
よ
う
に
応
ず
る
の
で
あ
る
。﹁
仮
に
関
税
を
野
菜
に
か
け
て

も
果
物
に
は
か
け
な
い
と
い
う
課
税
制
度
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ト
マ
ト
を
野
菜
と
解
釈
す
る
か
果
物
と
解
釈
す
る
か
が
議
論
に
な
っ

た
は
ず
で
す
。
課
税
対
象
が
一
定
の
収
入
が
あ
る
成
人
男
子
に
限
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
記
述
者
は
当
該
人
物
が
課
税
対
象
で
あ
る

か
否
か
の
解
釈
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
っ
さ
い
の
解
釈
や
判
断
か
ら
独
立
し
た
﹃
裸
の
事
実
﹄
な
る
も
の
が

あ
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。﹂（
野
家
二
〇
一
六
、一
九
八
│
一
九
九
頁
）

こ
の
主
張
に
対
し
て
、
遅
塚
は
、
そ
れ
で
も
誰
そ
れ
が
こ
れ
こ
れ
に
対
し
て
い
く
ら
の
税
を
払
っ
た
と
い
う
事
実
は
記
述
者
の
解
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釈
か
ら
は
独
立
だ
、
と
反
論
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
野
家
は
さ
ら
に
強
い
主
張
を
す
る
こ
と
に
な
る
。﹁[

構
造
史
的
事
実
、

事
件
史
的
事
実
、
文
化
史
的
事
実
の]

ど
の
レ
ベ
ル
に
も
解
釈
は
あ
ま
ね
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
解
釈
ゼ
ロ
の
﹃
揺
ら
が
な
い

事
実
﹄
が
あ
る
と
は
私
に
は
認
め
が
た
い
の
で
す
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
…
﹃
種
類
の
差(difference in kind)

﹄
で
は
な
く
、﹃
程

度
の
差(difference in degree)

﹄
で
あ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。﹂（
野
家
二
〇
一
六
、一
九
九
頁
）
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
実
は
遅
塚
自
身

も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
野
家
は
確
認
す
る
。﹁
遅
塚
さ
ん
自
身
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、﹃
何
の
概
念
も
用
い
ず
に
事
実
を
事
実

と
し
て
語
る
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
言
語
に
よ
る
事
実
の
表
現
に
は
は
じ
め
か
ら
、
あ
る
概
念
の
使

用
と
い
う
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
﹄（
七
六
頁
）
か
ら
で
す
。﹂（
同
頁
）

か
く
し
て
、
理
論
的
に
言
え
ば
、
物
語
り
論
者
と
実
証
主
義
者
の
間
の
対
立
と
称
す
る
も
の
は
、
解
釈
と
独
立
の
事
実
の
存
在
と
い

う
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
物
語
り
論
者
と
実
証
主
義
者
は
お
互
い
に
な
ぜ
激
し
く
反
発
し
合
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
当
の
対
立
が
な
い
の
だ
と
し

た
ら
、
む
し
ろ
、
彼
ら
の
論
争
が
な
ぜ
起
っ
た
の
か
が
不
可
解
に
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
よ
り
深
い
レ
ベ

ル
に
お
い
て
た
し
か
に
本
当
の
対
立
が
あ
る
の
だ
、
と
答
え
ら
れ
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
﹁
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
に
お
け

る
対
立
﹂
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
以
下
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

た
と
え
ば
、野
家
は
あ
る
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
歴
史
的
出
来
事
は
﹃
物
語
り
行
為
﹄
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。﹂（
野

家
二
〇
一
六
、九
五
頁
）﹁
こ
れ
は
歴
史
家
な
ら
誰
で
も
が
実
行
し
て
い
る
当
た
り
前
の
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。﹂（
同
頁
）﹁
赤
外

線
や
紫
外
線
の
﹃
色
﹄
を
問
う
こ
と
が
無
意
味
な
よ
う
に
、﹃
過
去
自
体
﹄
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
を
わ
れ
わ
れ
は
有
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意
義
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。﹂（
野
家
二
〇
一
六
、一
四
六
頁
）﹁
む
ろ
ん
、﹃
過
去
自
体
﹄
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
と
、﹃
過

去
の
実
在
﹄
を
否
定
す
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
の
事
柄
で
す
。﹂（
同
頁
）
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
野
家
に
よ
れ
ば
、
過
去
の

実
在
と
は
、
要
す
る
に
構
成
さ
れ
た
過
去
の
実
在
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
彼
は
過
去
に
関
す
る
反
実
在
論
の
立
場
を
と
る
の
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
遅
塚
は
、﹁
歴
史
学
の
営
み
の
対
象
で
あ
り
素
材
で
あ
る
﹃
事
実
﹄
は
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
点
灯
に
先
立
っ

て
（
解
釈
や
選
択
に
先
立
っ
て
）、
客
観
的
に
（
解
釈
や
選
択
か
ら
独
立
し
て
）
実
在
し
て
お
り
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
照
射
以
後
も

実
在
し
続
け
る
の
で
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
七
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
別
の
箇
所
で
は
﹁
野
家
氏
が
反
実
在
論
を
強
調
す

る
の
は
、
歴
史
家
の
な
か
に
実
在
論
が
根
強
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
、
事
実
に
つ
い
て
は
実
在
論
を
と
る
。﹂（
遅

塚
二
〇
一
〇
、一
九
五
頁　

注
）﹁
私
は
、
基
本
的
に
は
、[

過
去
の]

事
実
に
つ
い
て
実
在
論
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。﹂（
遅
塚

二
〇
一
〇
、二
〇
六
│
二
〇
七
頁
）
と
明
白
に
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
物
語
り
論
者
が
過
去
に
つ
い
て
の
反
実
在
論
を
と
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
批
判
者
は
実
在
論
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ

う
な
る
と
、
両
者
の
違
い
は
﹁
程
度
の
違
い
﹂
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
対
立
は
い
わ
ば
形
而
上
学
的
対
立
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
の
決
着
を
簡
単
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
判
定
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
と
り
た
い
と
思
う
の
か
、
ま
た
、
彼
ら
の
そ

の
思
い
は
、
不
可
避
的
に
、
彼
ら
に
そ
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
考
え
て
み
た
い
。

反
実
在
論
は
、
そ
の
見
掛
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
哲
学
者
の
言
う
意
味
で
の
経
験
主
義
に
忠
実
な
立
場
で
あ
る
。
そ
の
要
は
、

わ
れ
わ
れ
は
現
に
手
に
し
て
い
る
情
報
に
基
づ
い
て
の
み
語
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
た
こ
と
を
語
る
べ
き
で
は
な
い
（
し
、
前

提
す
べ
き
で
も
な
い
）、
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
ダ
メ
ッ
ト
が
数
学
に
関
し
て
反
実
在
論
を
と
り
、
し
た
が
っ
て
論
理
と
し
て
は
古
典
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二
値
論
理
で
は
な
く
、
直
観
主
義
論
理
（
構
成
主
義
論
理
）
を
採
用
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
も
こ
の
精
神
に
基
づ
い
て
い
る︶

6
︵

。
そ
れ

ゆ
え
、
物
語
り
論
者
は
次
の
よ
う
な
語
り
方
を
す
る
の
で
あ
る
。﹁
過
去
は
わ
れ
わ
れ
の
探
究
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
真
偽
が
確
定

し
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
は
そ
れ
を
﹃
確
認
す
る
方
法
﹄
に
応
じ
て
姿
を
現
し
て
く
る

も
の
で
あ
り
、﹃
探
究
﹄
の
手
続
き
と
不
可
分
の
も
の
な
の
で
す
。﹂（
野
家
二
〇
一
六
、一
七
八
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
、
実
在
論
者
は
、
そ
の
主
張
の
（
常
識
的
と
い
う
意
味
で
の
）
自
然
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厳
密
に
言
え
ば
、
わ
れ

わ
れ
が
現
に
手
に
し
て
い
る
情
報
を
超
え
た
こ
と
を
語
る
（
な
い
し
前
提
し
て
い
る
）
の
で
あ
る︶

7
︵

。
た
と
え
ば
、
実
証
主
義
的
歴
史
家

が
客
観
的
事
実
と
か
事
実
的
証
拠
と
称
す
る
も
の
の
典
型
例
は
歴
史
的
史
料
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
遅
塚
は
、
第
二
節
で
紹
介
し

た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
史
料
の
解
釈
と
い
う
作
業
は
、
媒
体
た
る
史
料
の
背
後
に
客
体
た
る
事
実
が

実
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
は
…
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
で
あ
る
が
、史
料
に
﹃
痕
跡
﹄
が
記
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、

そ
の
痕
跡
の
も
と
に
な
る
何
ら
か
の
﹃
事
実
﹄
…
が
実
在
す
る
と
想
定
す
る
の
は
、当
然
﹂
で
あ
る
（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
二
三
頁
）
と
。

わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
も
の
（
＝
史
料
）
は
過
去
の
痕
跡
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
か
ら
直
接
得
ら
れ
る
情
報
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、

目
の
前
に
古
ぼ
け
た
紙
片
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
表
面
に
文
字
と
お
ぼ
し
き
模
様
が
あ
る
こ
と
、
等
々
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
も
の
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
文
字
を
書
い
た
人
間
の
存
在
を
推
測
し
、
そ
の
人
間
が
自
分
の
考
え
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
推
測

し
、
そ
の
文
字
と
そ
の
考
え
と
の
間
に
あ
る
何
ら
か
の
コ
ー
ド
を
推
測
し
、
等
々
の
作
業
を
行
い
、
た
と
え
ば
x
年
y
月
z
日
に
誰
そ

れ
が
誰
そ
れ
に
○
○
を
売
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
測
作
業
（
の
存
在
）
は
あ
ま
り
に
も

自
然
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
の
で
、
通
常
は
意
識
さ
れ
な
い
が
、
物
語
り
論
者
は
こ
れ
を
﹁
構
成
﹂
と
呼
び
、
構
成
さ
れ
た
も
の
は

実
は
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
、
実
証
主
義
者
は
こ
れ
ら
が
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
物
語
り
論
を
批
判
す
る
実
証
主
義
者
は
実
在
論
を
と
（
り
た
く
な
）
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
実
在
論
を
と
り

た
く
な
る
動
機
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
論
理
的
に
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
別
に
す
る
と
、
心
理
的
に
は
、
そ
の
動
機
は
理
解
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
歴
史
学
を
科
学
に
し
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う︶

8
︵

。
あ
る
い
は
、
歴
史
認
識
の
客
観
性
を
主

張
し
た
い
か
ら
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
は
（
過
去
の
）
事
実︶

9
︵

が
認
識
主
体
（
＝
歴
史
学
者
）
と
は

独
立
に
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
、
す
な
わ
ち
実
在
論
を
と
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
遅
塚
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
わ
れ
わ
れ
は
高
度
に
客
観
的
な
歴
史
認
識
（
命
題
）
を
獲
得
し
う
る
、
と
い
う
例
を
…
指
摘
し
う
る
。﹂（
遅
塚

二
〇
一
〇
、三
七
一
頁
）﹁
事
実
認
識
に
つ
い
て
の
﹃
柔
ら
か
な
実
在
論
﹄
と
歴
史
認
識
に
つ
い
て
の
﹃
柔
ら
か
な
客
観
性
﹄
と
が
手
を

結
び
う
る
し
不
可
分
で
も
あ
る
。﹂（
同
頁
）
で
は
、
歴
史
認
識
の
客
観
性
と
実
在
論
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

歴
史
家
は
自
分
の
研
究
対
象
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
歴
史
記
述
な
り
歴
史
的
説
明
を
与
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
に
対
し

て
他
の
歴
史
家
が
別
の
記
述
や
説
明
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
異
な
る
歴
史
解
釈
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
る
。
す
る
と
ど
ち
ら
の
解
釈
が
正
し
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
と
き
、
ど
ち
ら
も
オ
ー
ケ
ー
と
い
う
の
で
は
、
科
学

と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
解
釈
と
は
独
立
に
存
在
す
る
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
、
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
に
パ
ス
し
た
方
が
正
し
い
解
釈
だ
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。（
遅
塚
二
〇
一
〇
、三
五
三
頁
を
参
照
。）
事

実
が
解
釈
か
ら
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
中
立
性
が
担
保
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
か
ら
テ
ス
ト
し
よ
う
と
し
て
い
る
当
の
歴
史
解
釈
に
事
実
が
依
存
し
て
い
た
の
で
は
、
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
が
意
味
を
な

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
解
釈
や
歴
史
的
説
明
の
妥
当
性
を
﹁
事
実
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
す
る
﹂
た
め
に
は
そ
の
事
実
は
解
釈
か

ら
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
実
証
主
義
者
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
遅
塚
は
こ
の
﹁
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
﹂
を
、
ポ
パ
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ー
の
反
証
理
論
の
言
葉
を
用
い
て
﹁
反
証
テ
ス
ト
﹂
と
呼
び
、
こ
れ
が
あ
る
が
故
に
歴
史
学
の
客
観
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
認
識
の
客
観
性
の
根
拠
を
反
証
テ
ス
ト
に
求
め
た
。﹂（
遅

塚
二
〇
一
〇
、三
五
九
頁
）
し
か
し
、
実
は
こ
こ
に
は
ポ
パ
ー
の
理
論
に
対
す
る
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
パ
ー
の
考
え

で
は
、
科
学
的
な
仮
説
は
全
称
形
式
の
命
題
（
典
型
的
に
は
法
則
と
い
う
形
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き

に
か
ぎ
っ
て
、
観
察
や
実
験
に
よ
る
個
別
的
な
反
例
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
全
称
形
式
の
命
題
（
仮
説
）
は
反
証
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
学
の
場
合
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
仮
説
は
そ
の
よ
う
な
全
称
形
式
の
命
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ

の
点
が
疑
問
で
あ
る
。
実
際
、
遅
塚
が
反
証
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
タ
ケ
ッ
ト
の
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。﹁
こ
の
論
文
の
中
核
は
、
大
恐
慌
の
以
前
お
よ
び
最
中
の
農
村
で
は
陰
謀
と
い
う
観
念
の
存
在
を
示
す
﹃
史
料
上
の
証
拠

(preuves docum
entaries, em

pirical evidence)

﹄
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
反
証
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
反
証
の
当
否
は
問
題

で
は
な
い
。
従
来
の
定
説
に
対
す
る
反
証
が
こ
う
い
う
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
知
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。﹂（
遅
塚

二
〇
一
〇
、三
五
八
頁
）
明
ら
か
に
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
反
証
と
は
あ
る
種
の
史
料
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
そ
の
よ
う
な
史
料
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。（
し
た
が
っ
て
、﹁
大
恐
慌
の
以
前
お
よ
び
最
中
の
農
村
で
は
陰
謀
と
い
う
観
念
の
存
在
﹂
と
い
う
仮
説

が
ポ
パ
ー
の
意
味
で
反
証
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
存
在
命
題
を
経
験
に
よ
っ
て
反
証
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で

あ
る
。）
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
パ
ー
の
言
う
反
証
と
は
、
理
論
的
に
は
、
一
つ
で
も
反
証
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
、
仮

説
と
し
て
提
示
さ
れ
た
全
称
命
題
は
、
も
は
や
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
正
し
く
は
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

ポ
パ
ー
の
言
う
意
味
で
の
（
仮
説
の
）
反
証
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る︶

10
︵

。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
遅
塚
の
考
え
る
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト

は
、
ポ
パ
ー
の
反
証
理
論
よ
り
は
カ
ル
ナ
ッ
プ
流
の
確
証(confirm

ation)

理
論
と
相
性
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
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だ
と
す
る
と
、
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
と
は
、
野
家
の
言
う
﹁
他
の
諸
々
の
言
明
と
の
﹃
整
合
性
﹄、
つ
ま
り
は
過
去
を
語
る
﹃
物
語
の

筋
の
一
貫
性
﹄﹂
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

野
家
と
遅
塚
の
対
立
に
は
、
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
に
関
す
る
科
学
哲
学
上
の
立
場
の
違
い
も
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
遅
塚
が
（
誤
解
が
あ
る
よ
う
だ
が
）
ポ
パ
ー
の
科
学
哲
学
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
野
家
は
（
ハ
ン

ソ
ン
や
ク
ー
ン
の
）﹁
新
科
学
哲
学
﹂
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
立
場
も
科
学
の
科
学
た
る
所
以
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
新
科
学
哲
学
﹂
の
立
場
に
立
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
い
わ
ゆ
る
科
学
が
科
学
で
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
遅
塚
は
、
野
家
の
よ
う
な
物
語
り
論
で
は
歴
史
学
の
科
学
性
が
脅
か
さ
れ
る
と
危
惧
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
（
野

家
に
言
わ
せ
れ
ば
）
杞
憂
で
あ
る
。
野
家
が
﹁
新
科
学
哲
学
﹂
の
立
場
に
立
っ
て
歴
史
学
を
論
じ
（
て
そ
れ
に
成
功
し
）
た
と
し
て
も
、

歴
史
学
は
科
学
た
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
物
理
学
の
よ
う
な
典
型
的
な
科
学
で
さ
え
も
、﹁
新
科
学
哲
学
﹂
の
立
場
で
は
、（
極
端

な
言
い
方
を
す
れ
ば
）
あ
る
種
の
小
説
と
は
連
続
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る︶

11
︵

。

ポ
パ
ー
派
の
科
学
哲
学
と
ク
ー
ン
派
の
科
学
哲
学
の
間
で
は
一
九
七
〇
年
代
に
激
し
い
論
争
が
あ
っ
た
。
そ
の
論
争
の
総
括
を
こ

こ
で
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い︶

12
︵

が
、
少
な
く
と
も
現
在
で
も
、
科
学
哲
学
者
の
間
で
は
実
在
論
と
反
実
在
論
の
間
で
議
論
が
戦
わ
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
反
実
在
論
的
科
学
哲
学
の
可
能
性
は
十
分
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
れ

ば
、
野
家
の
議
論
も
、
ア
ッ
プ
デ
イ
ト
さ
れ
た
反
実
在
論
的
科
学
哲
学
に
基
づ
い
て
十
分
展
開
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
反

実
在
論
を
と
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
科
学
や
客
観
性
の
基
礎
が
危
う
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
で
筆
者
は
、
物
語
り
論
の
立
場
を

と
っ
た
と
し
て
も
﹁
歴
史
家
ど
う
し
が
相
互
に
歴
史
的
仮
説
を
検
証
し
反
証
し
合
う
こ
と[

は]

ま
っ
た
く
妨
げ
ら
れ
な
い
﹂（
野
家

二
〇
一
六
、二
一
五
頁
）
と
い
う
野
家
の
見
解
に
は
全
面
的
に
同
意
し
た
い
。
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五　

結
び
に
代
え
て

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
の
物
語
り
論
と
歴
史
実
証
主
義
と
は
、
そ
の
見
か
け
ほ
ど
に
は
双
方
の
主
張
は
対
立
す
る
も
の

で
は
な
い
の
だ
が
、
過
去
に
つ
い
て
の
反
実
在
論
を
と
る
か
実
在
論
を
と
る
か
と
い
う
点
で
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
歴
史
実
証
主
義

者
は
、
歴
史
学
の
客
観
性
な
い
し
科
学
性
を
保
証
す
る
に
は
実
在
論
が
不
可
欠
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
な
い
。
反
実
在
論
的
科
学
論
は
可
能
な
の
で
あ
り︶

13
︵

、
そ
の
延
長
線
上
で
歴
史
学
を
構
想
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
そ
し

て
、
野
家
は
ま
さ
に
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
彼
は
、
野
家
二
〇
〇
五
の
あ
と
が
き
で
、
自
分
の

﹁
問
題
関
心
は
…
﹃
物
語
り
論
（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）﹄
の
方
法
論
を
歴
史
哲
学
か
ら
科
学
哲
学
の
方
向
へ
と
拡
張
し
、
い
わ
ば
﹃
科
学
の

ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
﹄
を
構
想
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
﹂（
野
家
二
〇
〇
五
、三
七
〇
頁 

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
思
考
の
道
筋
を
逆
方
向

に
進
ん
で
い
た
よ
う
で
は
あ
る
が
。﹁
事
実
に
よ
る
テ
ス
ト
﹂
に
つ
い
て
の
ナ
イ
ー
ブ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
│
そ
れ
は
多
く
の
一
般
の
人
々

が
抱
い
て
い
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
も
あ
る
と
思
う
│
は
実
証
主
義
を
支
持
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
見
せ
か
け
に

過
ぎ
な
い
。
歴
史
の
物
語
り
論
論
争
を
垣
間
見
て
、
科
学
的
実
在
論
論
争
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

註

（
＊
）　

最
近
筆
者
は
、
畏
友
の
野
家
啓
一
氏
か
ら
氏
の
著
作
﹃
歴
史
を
哲
学

す
る
﹄（
岩
波
現
代
文
庫
二
〇
一
六
）
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ

は
手
頃
な
本
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
興
味
深
か
っ
た
の
で
一
気
に
読
ま

せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
折
、簡
単
な
感
想
を
礼
状
に
添
え
た
の
だ
が
、

も
う
少
し
き
ち
ん
と
し
た
書
評
を
し
た
方
が
い
い
と
い
う
思
い
が
心
の

片
隅
に
残
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
た
ま
た
ま
筆
者
の
同
僚
の

永
井
英
治
氏
か
ら
、
野
家
氏
の
よ
う
な
歴
史
学
観
は
歴
史
家
か
ら
す
る

と
少
し
違
和
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、
哲
学
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者
に
は
歴
史
学
は
ど
う
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
質
問
を
い

た
だ
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
何
か
書
い

て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
依
頼
も
あ
っ
た
。
上
に
述
べ
た
よ
う
な
経
緯

が
あ
っ
た
の
で
、
筆
者
は
こ
の
依
頼
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た

次
第
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
で
は
敬
称
は
す
べ
て
省
略
す
る
。

（
1
）　
﹁
言
語
論
的
転
回
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
哲
学
の
分
野
で
は
、
二
〇
世

紀
の
初
頭
に
お
け
る
フ
レ
ー
ゲ
や
ラ
ッ
セ
ル
や
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
仕
事
に
端
を
発
す
る
、
哲
学
研
究
の
方
法
の
転
換
を
指
し
、
哲
学

の
問
題
を
言
語
分
析
を
通
じ
て
解
決
な
い
し
解
消
し
よ
う
と
い
う
方
向

性
を
意
味
す
る
が
、
歴
史
学
の
分
野
で
の
用
法
は
少
し
違
う
。
ソ
シ

ュ
ー
ル
の
言
語
論
な
ど
に
影
響
を
受
け
て
の
、
実
証
主
義
に
対
す
る

解
釈
主
義
的
歴
史
観
（
の
提
示
）
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
遅
塚
に
よ

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
ア
ナ
ー
ル
派
は
こ
の
見
解
の
先
駆
を
な
し
て
い
る

（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
六
八
頁
参
照
）。
ア
ナ
ー
ル
派
に
つ
い
て
は
二
宮

二
〇
一
六
を
参
照
。

（
2
）　

こ
の
言
葉
は
遅
塚
二
〇
一
〇
か
ら
借
り
た
。

（
3
）　

野
家
二
〇
〇
五
で
はnarrative

を
﹁
物
語
﹂
と
し
て
い
る
が
、
野

家
二
〇
一
六
で
はstory

と
区
別
す
る
た
め
に
、narrative

は﹁
物
語
り
﹂

と
表
記
し
、﹁
物
語
﹂
はstory

を
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
野

家
二
〇
一
六
、三
二
頁
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
引
用
文
中
で
は
、
原
表
記

に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。

（
4
）　

こ
れ
は
、
物
語
り
論
者
が
、
真
理
に
関
し
て
対
応
説
で
は
な
く
、

整
合
説
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
野
家
は
﹁
歴

史
に
お
い
て
は
﹃
真
理
の
対
応
説
﹄
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
…
真

理
に
関
し
て
は
あ
る
種
の
﹃
整
合
説
﹄
を
主
張
し
ま
す
。﹂（
野
家

二
〇
一
六
、一
二
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
5
）　

カ
ー
は
素
朴
実
在
論
（
カ
ー
の
言
葉
で
は
事
実
尊
重
主
義
）
の
み
な

ら
ず
解
釈
主
義
（
カ
ー
の
言
葉
で
は
懐
疑
主
義
な
い
し
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
）
も
批
判
し
、
そ
の
両
者
を
折
衷
し
た
よ
う
な
立
場
を
提
案
し
よ

う
と
す
る
（
カ
ー
一
九
六
二
の
第
一
章
参
照
）
の
だ
が
、
第
一
節
に
お

い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
結
局
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
遅
塚
が
カ
ー
を
解
釈
論
者
の
側
に
入
れ
て
い
る
（
よ
う

に
見
え
る
）
の
は
正
し
い
。

（
6
）　

た
と
え
ば
、
ダ
メ
ッ
ト
一
九
八
六 

の
中
の
第
七
論
文
、
二
一
二
│

二
六
六
頁 

を
参
照
。
野
家
も
ダ
メ
ッ
ト
を
引
用
し
て
い
る
。
野
家

二
〇
一
六
の
一
七
四
│
一
七
八
頁
を
参
照
。

（
7
）　

遅
塚
は
﹁
真
実
﹂
と
﹁
事
実
﹂
を
区
別
し
、
史
料
に
基
づ
い
て
確
認

さ
れ
る
事
実
を
超
え
て
は
﹁
歴
史
学
は
…
真
実
の
世
界
に
踏
み
込
む
こ

と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。﹂（
遅
塚
二
〇
一
〇
、一
五
二
頁
）

﹁
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
…
事
実
を
認
識
な
い
し
復
元
し
よ
う

と
し
て
お
り
、
真
実
だ
の
実
態
だ
の
実
像
だ
の
、
要
す
る
に
歴
史
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
復
元
し
よ
う
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
。﹂（
遅
塚

二
〇
一
〇
、一
八
七
│
一
八
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
遅
塚
が
こ
こ

で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
は
あ
る
司
祭

が
踏
み
絵
を
踏
ん
だ
と
い
う
事
実
だ
け
で
あ
っ
て
、彼
の
心
の
動
き（
＝

真
実
）
は
（
小
説
家
に
は
関
心
が
あ
ろ
う
が
）
歴
史
学
の
対
象
外
だ
と
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い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
文
で
言
う
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

（
8
）　

小
田
中
直
樹
は
端
的
に
﹁
歴
史
学
は
、
一
つ
の
科
学
で
す
。﹂（
小
田

中
二
〇
〇
四
、二
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
遅
塚
が
解

釈
論
者
に
正
し
く
も
分
類
し
て
い
る
歴
史
家
で
あ
る
カ
ー
も
同
様
で
あ

る
。
彼
が
懐
疑
主
義
な
い
し
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
＝
解
釈
主
義
）
を

全
面
的
に
は
支
持
し
な
い
で
、
事
実
尊
重
主
義
と
の
間
の
折
衷
を
試

み
た
の
も
、
完
全
に
解
釈
主
義
を
と
る
と
歴
史
学
が
科
学
た
り
得
な

く
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
故
に
歴
史
学
が
科
学
で

あ
る
こ
と
を
必
死
に
な
っ
て
論
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。（
カ

ー
一
九
六
二
の
第
三
章
を
参
照
。）
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、

彼
の
そ
の
論
証
は
、
カ
ー
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
失
敗
し
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
9
）　

現
代
史
を
考
え
る
時
に
は
こ
の
あ
た
り
、
も
う
す
こ
し
緻
密
な
議
論

が
必
要
に
な
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と

に
す
る
。

（
10
）　

野
家
も
遅
塚
へ
の
反
論
に
お
い
て
、
彼
の
こ
の
誤
解
を
的
確
に
指
摘

し
て
い
る
。（
野
家
二
〇
一
六
、二
一
〇
頁
参
照
。）

（
11
）　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
極
端
な
表
現
で
あ
っ
て
、
大
抵
の
場
合
、
い
わ

ゆ
る
科
学
と
い
わ
ゆ
る
小
説
の
間
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、理
論
的
に
そ
の
境
界
確
定
作
業
を
行
な
お
う
と
す
る
と
、

明
確
に
白
黒
を
言
え
る
よ
う
な
規
準
を
提
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
い
う
の
が
、﹁
新
科
学
哲
学
﹂
の
立
場
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
12
）　

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
争
は
最
終
的
に
は
ク
ー
ン
派
の
旗
色
が
良

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ポ
パ
ー
派
に
肩
入
れ
す
る
論
者
も
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
小
河
原
二
〇
〇
〇
の
中
の
蔭
山
論
文
や
立
花
論
文

を
参
照
。

（
13
）　

ク
ー
ン
自
身
は
認
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ

で
は
、
彼
の
科
学
哲
学
は
反
実
在
論
的
で
あ
り
、（
注
12
）
で
述
べ
た

よ
う
に
、
少
な
く
と
も
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
反
実
在
論
的
科
学

哲
学
が
優
勢
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
こ
ろ
の
反
実
在
論
的
科
学

哲
学
の
文
献
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
日
本
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
少

な
く
と
も
次
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
L
．ラ
ウ
ダ
ン
﹃
科

学
と
価
値
﹄
勁
草
書
房
二
〇
〇
九
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〇
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Controversy on Postmodernism in History

Hiroyuki Hattori

Abstract

　Since 1990ʼs  postmodernism has influenced many historians, and as a result a 

controversy between postmodernists and positivists started among historians.  And 

it has continued until now.  In Japan, Professor Noe developed his own Narratology, 

which is a counterpart of postmodernist idea of history.  As expected, some Japanese 

positivist historians argued against his idea.  In this paper, the author will review 

the debate (especially, the debate between Professor Noe and Professor Chizuka) 

and make clear what the essential point of the debate is.  Professor Chizuka argued 

that we could not defend objectivity of historical knowledge if we accepted the 

postmodernist view of history.  The author will discuss that his argument is not 

convincing and show that the postmodernist view of history is compatible with the 

objectivity of historical knowledge.


