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１
　
論
集
の
意
図
　
―
系
譜
論
的
史
学
史
か
ら
の
解
放

　
歴
史
学
の
一
分
野
と
し
て
の
史
学
史
は
、
通
例
、
歴
史
家
た
ち
が

現
在
従
事
し
て
い
る
営
み
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
成
立
し

て
き
た
の
か
を
問
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
歴
史
家
た
ち
が
直
面
し

て
い
る
課
題
を
明
確
化
し
、
歴
史
学
の
将
来
を
展
望
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
歴
史
学
の
「
来
し
方
行
く
末
」
を
問
う
こ
と
を
目
標
と
す
る

こ
と
が
多
い
。

　
近
年
の
日
本
の
歴
史
学
界
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
日
本
史
学
史
の

代
表
的
な
著
作
と
し
て
、永
原
慶
二『
二
〇
世
紀
日
本
の
歴
史
学
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
と
、
成
田
龍
一
『
近
現
代
日
本
史
と
歴

史
学
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
二
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
前
者
は
、
戦
前
段
階
に
お
け
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
蓄
積

を「
戦
時
体
制
に
屈
し
な
か
っ
た
実
証
主
義
的
歴
史
学
研
究
の
力
量
」

（
一
二
〇
頁
）
と
比
較
的
高
く
評
価
し
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的

方
法
論
と
合
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
後
歴
史
学
が
誕
生
す
る
と
い

う
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
。
一
方
、
後
者
は
、
戦
後
歴
史
学
を
起
点
と

し
、
現
在
に
至
る
日
本
近
代
史
研
究
の
流
れ
を
、
社
会
経
済
史
を
中

心
と
す
る
第
一
期
、
民
衆
史
を
中
心
と
す
る
第
二
期
、
社
会
史
を
中

心
と
す
る
第
三
期
に
区
分
し
、
概
観
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
歴
史
学
の
自
己
反
省
と
し
て
の
史
学
史
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
史
学
史
を
書
く
歴
史
家
自
身
の
来
歴
に
強
く
規
定

さ
れ
る
。
そ
れ
は
最
終
的
に
は
不
可
避
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ

と
を
自
覚
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
歴
史
学

報
告
一

　『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
の
意
図
と
達
成

　
　

松
　
沢
　
裕
　
作
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界
が
単
一
の
均
質
な
集
団
で
あ
る
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
現
実
に
は
、

そ
れ
は
、
政
治
的
立
場
や
、
活
動
の
拠
点
と
す
る
地
方
や
、
対
象
と

す
る
地
域
（
日
本
史
・
東
洋
史
・
西
洋
史
と
い
う
周
知
の
分
割
線
が

そ
の
代
表
で
あ
る
）、
さ
ら
に
は
学
部
・
学
科
別
の
分
野
史
（
経
済

学
部
に
お
け
る
経
済
史
、
法
学
部
に
お
け
る
政
治
史
、
等
々
）
と
い

っ
た
複
数
の
要
素
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
集
団
に
仕
切
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
研
究
の
複
数
性
に
無
自
覚
な
ま
ま
、

自
己
の
所
属
す
る
集
団
を
基
準
に
自
己
反
省
と
し
て
の
史
学
史
を
語

り
続
け
る
な
ら
ば
、
史
学
史
は
こ
う
し
た
複
数
性
へ
の
無
自
覚
さ
を

再
生
産
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
は
容
易
に
自
己
の
帰
属
集
団

を
史
学
史
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
作
業
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
、
い
っ
た
ん
こ
う
し
た
「
自
己
反
省
と
し
て
の
史
学
史
」

の
枠
を
外
し
、
多
く
の
主
体
が
さ
ま
ざ
ま
に
歴
史
を
書
く
、
と
い
う

事
実
を
前
に
し
た
場
合
、ど
の
よ
う
な
史
学
史
が
可
能
に
な
る
の
か
、

と
い
う
の
が
、
論
文
集
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』

を
編
ん
だ
編
者
の
意
図
で
あ
っ
た
。
編
者
が
当
初
想
定
し
た
の
は
、

以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
領
域
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
「
ヒ
ス
ト

リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
歴
史
」
で
あ
っ
た
。

①
　
歴
史
研
究
・
編
纂
を
さ
さ
え
る
制
度
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

歴
史
　
制
度
史
・
政
策
史
・
事
業
史

②
　
運
動
と
し
て
の
歴
史
研
究
の
歴
史
　
史
蹟
保
存
、（
科
学
）

運
動
史

③
　
歴
史
研
究
成
果
の
内
在
的
な
相
互
の
布
置
関
係
の
歴
史
　

歴
史
思
想
史

　
本
論
文
集
で
は
、
①
を
中
心
と
し
た
も
の
が
松
沢
論
文
、
佐
藤
論

文
、
寺
尾
論
文
、
③
を
中
心
と
し
た
も
の
が
中
野
論
文
、
河
野
論
文
、

①
と
③
の
双
方
に
か
か
わ
る
も
の
が
廣
木
論
文
、
太
田
論
文
、
①
と

②
の
双
方
に
か
か
わ
る
も
の
が
高
木
論
文
、と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。

①
の
論
点
、
制
度
・
事
業
に
多
か
れ
少
な
か
れ
注
意
が
払
わ
れ
て
い

る
点
が
本
論
集
の
特
色
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

２
　
論
集
の
達
成
・
論
点
・
課
題

　
　
―
本
論
集
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と

（
１
）「
正
史
」
と
そ
の
不
在

　
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
の
、
明
治
天

皇
の
御
沙
汰
書
に
よ
っ
て
、
国
家
の
公
定
歴
史
書
＝
「
正
史
」
の
編

纂
が
命
じ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
松

沢
論
文
は
、
結
局
は
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
正
史
編
纂
事
業
の
出
発

点
に
お
け
る
課
題
を
扱
い
、
す
で
に
着
手
の
早
い
時
点
で
「
正
史
」

編
纂
の
困
難
性
は
予
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。一
方
、「
正
史
」

の
挫
折
と
い
う
事
態
が
、
近
代
日
本
の
歴
史
叙
述
に
と
っ
て
持
っ
た

意
味
を
あ
つ
か
う
の
が
河
野
論
文
と
い
う
位
置
づ
け
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
河
野
論
文
は
、
書
物
と
し
て
編
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
、
輪
郭
の
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あ
い
ま
い
な
「
国
体
」
論
的
公
共
性
の
疑
似
的
正
史
機
能
を
、
そ
の

外
部
に
立
っ
て
「
正
史
」
の
身
振
り
を
す
る
権
藤
に
よ
っ
て
浮
か
び

あ
が
ら
せ
る
。

（
２
）「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
」
と
は
何
か
？

　
こ
こ
で
浮
上
す
る
問
い
は
、
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
」
の
形
成
は
、「
正
史
」
の
代
替
物
た
り
え
た

か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
形
成
を
正
面
か
ら
扱
う
廣
木
論
文
、
中
野

論
文
は
、
い
ず
れ
も
坪
井
九
馬
三
を
俎
上
に
あ
げ
、
前
者
は
隣
接
分

野
と
の
差
異
化
、
後
者
は
欧
米
科
学
概
念
と
の
接
合
に
注
目
し
な
が

ら
、
坪
井
に
よ
る
「
科
学
」
性
を
持
つ
歴
史
学
の
立
ち
上
げ
の
過
程

を
追
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
廣
木
論
文
に
よ
れ
ば
、
坪
井
に
よ
る
科
学
的
歴
史
学

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、黒
板
勝
美
ら
後
続
世
代
の
批
判
に
直
面
す
る
。

果
た
し
て
「
科
学
」
性
は
「
正
史
」
の
代
替
物
た
り
え
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
廣
木
は
別
稿
で
、
黒
板
勝
美
に
よ
る
、
国
体
論
的
言
説
の
な
か
で

の
「
卓
越
化
」
の
試
み
こ
そ
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
社
会
的
位
置

の
確
定
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
（
廣
木
「
黒
板

勝
美
の
通
史
叙
述
」、『
日
本
史
研
究
』六
二
四
、二
〇
一
四
年
）。ま
た
、

河
野
論
文
も
、
権
藤
に
よ
っ
て
「
国
体
論
的
公
共
性
」
の
中
心
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
の
が
他
ら
な
ら
ぬ
黒
板
勝
美
で
あ
っ
た
と
す
る
。
本

論
集
所
収
論
文
の
延
長
線
上
に
黒
板
勝
美
の
果
た
し
た
役
割
の
重
要

性
を
置
く
こ
と
は
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

　
一
方
、
日
本
史
分
野
に
限
る
な
ら
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
は
、

編
纂
事
業
（
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
―
史
料
編
纂
所
）
を

サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
持
ち
、
そ
こ
で
の
営
為
は
、「
正
史
」
編
纂

時
に
は
そ
の
前
提
作
業
と
さ
れ
た
「
史
料
」（
す
な
わ
ち
、
事
件
を

時
系
列
順
に
並
べ
、そ
れ
に
典
拠
史
料
を
列
挙
す
る
形
式
の
編
纂
物
）

編
纂
事
業
を
継
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
松
沢
論
文
）。
単
に
、
黒

板
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
正
史
」
の
欠
落
を
埋
め
る
位
置
に

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
が
成
長
す
る
、
と
い
う
流
れ
だ
け
で
は
整
理
し

き
れ
な
い
要
素
が
存
在
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
歴
史
家
で
い
え

ば
、
史
料
編
纂
掛
事
務
主
任
三
上
参
次
と
、
編
纂
主
任
田
中
義
成
の

史
学
史
的
位
置
付
け
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
３
）「
多
様
さ
」
は
十
分
に
描
き
得
た
か
？

　
上
述
の
よ
う
に
本
論
集
は
多
様
な
主
体
に
よ
る
多
様
な
歴
史
の
叙

述
を
あ
つ
か
う
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
。「
多
様
さ
」
と
い
う
も
の

の
定
義
上
、
そ
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
論
集

の
狙
い
は
ま
ず
「
多
様
さ
」
そ
の
も
の
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
て
日
本

の
歴
史
学
の
歩
み
の
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
に
せ

よ
、
本
書
が
あ
つ
か
っ
た
「
多
様
さ
」
の
範
囲
が
ど
こ
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
の
か
は
反
省
す
べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。

明
治
前
期
と
い
う
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
成
立
以
前
の
時
期
に
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お
け
る
主
体
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
大
名
華
族

（
寺
尾
論
文
）、
国
家
（
松
沢
論
文
、
佐
藤
論
文
）、
地
域
（
佐
藤
論
文
）

と
い
っ
た
主
体
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
部
学
科
別
分
野

史
の
問
題
で
言
え
ば
太
田
論
文
が
美
術
史
が
文
献
史
学
と
の
あ
い
だ

で
持
つ
関
係
の
揺
ら
ぎ
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
木
論
文

は
一
九
二
〇
年
代
の
郷
土
史
家
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
関
係
を
論
じ
て

い
る
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
本
論
集
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、

坪
井
九
馬
三
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
日
本
の
日
本
史
家
で
あ
る
。
日

本
に
お
け
る
外
国
史
研
究
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
、

こ
れ
は
本
論
集
が
抱
え
る
問
題
点
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
示
し
得
た
「
多
様
さ
」
の
範
囲
内
で
の
い
く
つ
か
の
展

開
の
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
太
田
論
文
が
示
し
た
美
術
史
―

文
献
史
学
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
○
○
史

と
い
う
分
野
史
の
持
つ
影
響
力
は
か
な
り
大
き
い
（
た
と
え
ば
前
近

代
史
研
究
に
お
け
る
法
制
史
家
中
田
薫
の
位
置
や
、
戦
後
歴
史
学
に

お
け
る
経
済
学
部
経
済
史
の
比
重
の
大
き
さ
を
想
起
し
て
み
れ
ば
よ

い
）。
太
田
論
文
の
よ
う
な
作
業
は
今
後
各
分
野
で
取
り
組
ま
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
太
田
論
文
と
高
木
論
文
に
関
連
し
て
、
国
民
国
家
レ
ベ

ル
で
見
た
場
合
の
「
美
術
品
」
と
「
史
料
」
の
位
置
付
け
の
違
い
も

論
点
化
し
う
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
高
木
博
志
が
明
ら
か
に
し
て

き
た
よ
う
に
、
社
寺
の
所
蔵
す
る
美
術
品
は
、
国
家
的
な
宝
物
と
し

て
明
治
前
期
か
ら
国
家
的
事
業
に
よ
る
調
査
の
対
象
と
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
期
の
知
識
人
世
界
に
「「
美
術
国
」
と
し

て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
」（
長
尾
宗
典
「
美

　
高
山
樗
牛
と
姉
崎
嘲
風
」（
河
野
有
理
編『
近
代
日
本
政
治
思
想
史
』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
年
））
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
無

関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　
と
も
あ
れ
、
本
論
集
所
収
の
諸
論
文
を
通
じ
、
さ
ら
な
る
史
学
史

研
究
の
課
題
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
論
集
が
そ
う
し
た
新
た
な
研
究
の
展
開
の
呼
び
水
と
な
れ

ば
、
編
者
と
し
て
は
そ
の
責
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
え
て

い
る
。

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）


