
－  124  －－  125  －

　
歴
史
叙
述
、
歴
史
意
識
、
歴
史
学
を
、
周
囲
の
政
治
的
、
時
代
的

状
況
と
関
係
づ
け
て
論
じ
た
三
報
告
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
に
私
が
指

名
さ
れ
た
理
由
は
、
報
告
者
の
扱
う
地
域
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
日
本
、

オ
ス
マ
ン
と
、
い
ず
れ
も
ロ
シ
ア
帝
国
と
接
し
て
い
た
地
域
だ
っ
た

か
ら
だ
と
、
は
な
か
ら
信
じ
続
け
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
申
し

出
を
受
け
た
私
自
身
、歴
史
知
（
学
）
の
史
的
な
検
討
に
関
心
が
あ
っ

た
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
一
〇
年
以
上
も
前
に
、
前
任
校
で
「
史
学
概
論
」
と
い
う
半
期
だ

け
の
授
業
を
三
年
間
続
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
史
学
概
論
」

と
い
う
講
義
は
、
西
洋
史
、
日
本
史
、
東
洋
史
、
考
古
学
、
美
術
史

を
専
修
し
よ
う
と
す
る
学
生
全
員
に
と
っ
て
必
修
の
科
目
で
あ
り
、

そ
の
単
位
を
と
ら
な
け
れ
ば
一
時
的
に
文
学
部
に
進
学
で
き
た
と
し

て
も
卒
業
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
講
義
の
担
当
を
、
理
由
は
定

か
で
な
い
が
「
西
洋
史
学
研
究
室
」
の
ス
タ
ッ
フ
が
担
う
こ
と
が
慣

例
と
な
っ
て
い
た
。
問
題
関
心
も
多
様
な
学
生
を
相
手
に
自
分
の
専

門
を
中
心
に
話
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
大
風

呂
敷
を
広
げ
た
話
も
、
無
責
任
だ
ろ
う
。
思
案
の
末
、
専
門
の
ロ
シ

ア
近
・
現
代
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
日
本
の
近
代
史
学
史
を
講
義

す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
決
定
し
た
背
景
に
は
、
ま
ず
、
明
治
維
新
で
形
成
さ

れ
明
治
憲
法
体
制
下
の
近
代
日
本
の
歩
み
と
、
ロ
シ
ア
革
命
を
端
と

す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
期
ロ
シ
ア
の
歩
み
と
で
は
、
か
な
り
の
共
通
面
が

見
ら
れ
る
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
明
治
維
新
は
、
ひ
ろ
く
言
っ

て
「
革
命
」
と
み
な
せ
る
が
、
そ
の
時
期
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の

七
七
年
間
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
し
、
良
く
も
悪
く
も
国
の
内
外

に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
そ
し
て
劇
的
に
崩
壊
し
た
。
ロ
シ
ア
も
同

講
　
評

比
較
史
学
史
の
可
能
性
に
つ
い
て

石
　
井
　
規
　
衛
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じ
く
、一
九
一
七
年
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
武
装
蜂
起
（
十
月
革
命
）

か
ら
一
九
九
一
年
に
劇
的
に
解
体
す
る
ま
で
の
七
四
年
間
、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
展
開
し
、
同
じ
く
良
く
も
悪
く
も
内
外
に
巨
大
な
衝
撃
を

与
え
て
き
た
の
だ
っ
た
。
革
命
国
家
で
あ
っ
た
点
や
、
開
発
独
裁
の

性
格
を
帯
び
、
拡
張
主
義
的
振
る
舞
い
の
傾
向
を
強
く
も
っ
て
い
た

点
で
も
、
明
治
憲
法
下
の
日
本
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
期
ロ
シ
ア
の
歴
史
的

な
歩
み
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
つ
の
革
命
国
家
は
、
歴
史
を
新
国
家
の
正
統
化
や
、
国
民

の
統
合
と
動
員
の
手
段
と
し
て
用
い
、
そ
れ
に
対
応
す
る
特
徴
的
な

歴
史
神
話
を
創
造
し
た
。「
長
い
一
九
世
紀
」
に
お
け
る
国
家
（
必

ず
し
も
国
民
国
家
と
呼
ぶ
必
要
も
な
い
の
だ
が
）
形
成
に
は
、
し
ば

し
ば
相
応
す
る
ス
タ
イ
ル
の
新
し
い
歴
史
知
の
形
成
が
伴
走
し
た
も

の
だ
が
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
新
興
の
革
命
国
家
に
あ
っ
て
は
、
と
き

に
「
歴
史
学
」
は
、
そ
の
国
家
に
「
奉
公
・
奉
仕
」
す
る
装
置
の
一

つ
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
話
を
手
段
と
し
て
現
実
社
会
に

作
用
す
る
さ
い
に
、
諸
処
に
ほ
こ
ろ
び
が
自
ず
と
生
ま
れ
、
現
実
に

そ
っ
た
歴
史
知
と
の
間
で
、
多
様
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
の
摩
擦
や

緊
張
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
で
も
、
明
治
国
家

や
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
期
ロ
シ
ア
は
共
通
し
て
い
る
。

　
現
代
の
歴
史
学
と
は
、
そ
う
し
た
「
歴
史
学
」
が
置
か
れ
た
時
代

を
経
験
し
、
そ
の
痛
苦
に
満
ち
た
体
験
の
真
剣
な
反
省
に
た
っ
た
も

の
で
あ
る
。
両
国
の
独
特
な
状
況
に
置
か
れ
た
歴
史
知
を
比
較
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
興
味
深
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

現
在
の
歴
史
研
究
を
見
直
し
、
そ
も
そ
も
過
去
や
現
代
の
現
実
社
会

に
お
け
る
、
そ
し
て
未
来
に
お
け
る
歴
史
学
の
位
置
を
見
定
め
る
た

め
の
一
助
に
も
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
史
」
を
志
す
学
生
に
と
っ

て
有
意
義
な
独
自
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
え
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
歴
史
学
」
ほ
ど
ま
で
に
国
家
の
動
き
と
緊
密
に
連
動

し
、
一
体
化
す
る
と
、
そ
れ
自
身
が
当
該
国
家
の
隠
れ
た
動
向
を
読

み
解
く
た
め
の
格
好
の
資
料
に
も
な
り
う
る
と
い
う
点
を
、
言
い
添

え
て
お
く
。

━
━
━
━
━
━
━
━
━
━
━
━

　
千
葉
報
告
「
歴
史
と
政
治
―
南
北
朝
正
閏
問
題
を
中
心
と
し
て
」

は
、
近
年
、
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
「
戦
前
期
の
歴
史
学
の
展
開
に

お
け
る
画
期
と
な
っ
た
南
北
朝
正
閏
問
題
」
を
、
政
治
史
の
文
脈
に

位
置
づ
け
、
未
公
刊
史
料
も
用
い
て
正
統
的
な
ス
タ
イ
ル
で
論
じ
た

堅
実
な
報
告
で
あ
る
。

　
な
に
よ
り
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
明
治
革
命
国
家
が
帯
び
る
ダ

ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
明
治
革
命
国
家

の
も
と
で
の
歴
史
学
の
独
特
な
性
格
で
あ
る
。「
大
日
本
帝
国
憲
法
」

は
、
明
治
維
新
革
命
を
具
現
し
た
中
軸
的
な
制
度
と
な
り
、
い
ま
や

新
国
家
の
正
統
性
を
導
き
出
す
新
し
い
源
泉
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
第
一
条
の
規
定
に
明
記
さ
れ
た
天
皇
の
「
万
世
一
系
」
と
い
う

捉
え
方
は
、
明
治
革
命
の
推
進
勢
力
の
有
力
な
在
野
思
想
た
る
水
戸
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学
が
主
に
唱
え
て
い
た
。
水
戸
学
は
、
南
朝
正
統
派
論
者
で
も
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
明
治
天
皇
は
北
朝
の
出
で
あ
り
、
宮
中
で
は
北
朝
の

歴
代
天
皇
も
祀
っ
て
い
た
。
両
者
の
狭
間
で
国
家
指
導
者
た
ち
は
、

南
北
正
閏
問
題
を
、
学
者
の
間
の
議
論
と
み
な
し
て
事
実
上
関
わ
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
明
治
革
命
国
家
の
原
理
上
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
や
、
原
理
へ
の
ル
ー
ズ
さ
は
、
日
露
戦
争
や
大
逆
事
件
以
降
の
政

治
的
、
社
会
的
状
況
の
な
か
で
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
ず
議
会
野

党
に
、
政
府
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
と
ら
え
て
権
力
闘
争
を
挑

む
き
っ
か
け
を
与
え
た
。も
と
も
と
原
理
に
ル
ー
ズ
だ
っ
た
官
僚
も
、

元
老
山
県
有
朋
と
、
議
会
野
党
の
圧
力
の
下
で
態
度
を
一
変
さ
せ
、

宮
中
の
長
年
の
慣
行
を
も
無
視
し
、「
万
世
一
系
」
と
い
う
大
日
本

帝
国
憲
法
の
中
軸
的
神
話
と
辻
褄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
吉
野
朝
と
い

う
名
称
で
一
本
化
し
た
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
思
議
な
こ
と
に
、
問
題
の
引
き
起
こ
す

き
っ
か
け
と
な
っ
た
喜
田
貞
吉
は
文
部
省
国
定
教
科
書
の
編
纂
か
ら

外
さ
れ
た
だ
け
で
、
数
年
し
て
京
都
帝
国
大
学
講
師
に
つ
い
た
よ
う

に
処
罰
ら
し
い
処
罰
を
う
け
ず
、
帝
大
教
授
田
中
義
成
も
「
南
北

朝
」
を
著
作
や
講
義
で
用
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
明
治
革
命
国
家
の

振
る
舞
い
に
、
革
命
国
家
の
原
理
問
題
に
対
す
る
ご
都
合
主
義
的
態

度
（「
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」、「
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ズ
ム
」）
を
見
て
取

れ
る
。
そ
れ
は
国
家
に
深
く
内
在
し
、
そ
の
運
用
上
必
要
と
さ
れ
た

「
あ
そ
び
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
明
治
革
命
国
家
は
、「
臣
民
」
の
歴
史
教
育
の
面
で
は
、
新
た
に

創
造
さ
れ
た
古
代
神
話
を
植
え
付
け
る
こ
と
に
勤
め
た
が
、
そ
の
一

方
で
、
国
家
に
内
的
に
備
わ
っ
て
い
た
「
あ
そ
び
」
は
、「
原
史
料

の
収
集
と
史
料
批
判
へ
の
「
避
難
」
を
「
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
に

可
能
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
国
家
と
、
近
代
的
学
知
と
し
て

の
歴
史
学
と
の
間
に
対
抗
関
係
が
芽
生
え
、
潜
伏
し
、
ひ
い
て
は
厳

し
い
緊
張
し
た
関
係
が
生
ま
れ
る
素
地
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の

「
あ
そ
び
」
が
、
明
治
革
命
国
家
の
全
期
間
存
続
し
た
か
否
か
の
問

題
は
、
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
分
析
に

お
い
て
は
、
千
葉
報
告
が
切
り
開
い
た
政
治
史
的
接
近
法
は
、
き
わ

め
て
有
効
な
も
の
だ
っ
た
。

　
石
野
裕
子
報
告
「
独
立
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
自
国
史
の
「
創

造
」」
は
、
一
人
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
中
世
史
家
ヤ
ル
マ
リ
・
ヤ
ー
ッ

コ
ラ
の
著
作
を
検
討
し
た
、
伝
統
的
な
分
析
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
た

報
告
で
あ
る
。
ヤ
ー
ッ
コ
ラ
は
、
戦
間
期
に
、
自
国
の
古
代
・
中
世

史
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
口
承
で
詠
わ
れ
、
よ
う
や
く
一
九
世
紀

三
〇
年
代
に
な
っ
て
文
字
化
さ
れ
た
叙
事
詩
「
カ
レ
ワ
ラ
」
を
核
と

し
た
「
特
徴
的
な
自
国
史
像
」
の
述
作
を
も
っ
て
社
会
に
ひ
ろ
く
登

場
し
た
。
こ
う
し
た
書
物
を
戦
間
期
に
公
刊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
、
高
め
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
が
依
拠
し
た「
大
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
」
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思
想
が
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
領
を
拡
張
す
る
た
め
に
ロ
シ
ア
・
カ
レ
リ

ア
か
ら
エ
ス
ト
ニ
ア
ま
で
を
含
む
領
土
獲
得
を
意
図
し
た
膨
脹
論
」

だ
っ
た
た
め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
彼
の
名
声
は
消
え
去
り
、

現
在
で
は
ヤ
ー
ッ
コ
ラ
は
「
極
端
な
歴
史
学
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル

が
貼
ら
れ
、
彼
の
業
績
も
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
現
代
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
家
は
、
も
と
は
ロ
シ
ア
革
命
の
ド
サ
ク

サ
に
ま
ぎ
れ
て
一
九
一
八
年
に
独
立
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
知
は
、
当
初
か
ら
、
き
わ
め
て
強

い
政
治
的
磁
場
の
内
に
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。な
ら
ば
、フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
知
の
形
成
へ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
影
響
や
、
そ
れ
と
の

比
較
も
検
討
し
て
み
る
の
も
面
白
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
た
め
に
近
代
以
前
の
神

話
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
日
本
と
も
共
通
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
①
カ
レ
ワ
ラ
が
民
間
の
口
承
神
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

日
本
神
話
は
、
古
代
天
皇
家
（
の
周
辺
）
の
側
が
、
支
配
の
正
統
化

の
た
め
に
自
覚
的
に
編
纂
し
た
神
話
で
あ
り
、
②
カ
レ
ワ
ラ
は
学
者

の
著
作
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、

明
治
革
命
国
家
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
国
民
の
統
合

や
動
員
の
要
請
と
直
接
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
、
な
ど
で
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
。
戦
間
期
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
政
府
、
国
家
と
カ
レ
ワ
ラ

の
相
互
関
係
の
実
態
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
聞
き

手
（
読
み
手
）
に
多
く
の
問
い
を
誘
う
報
告
だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
我
田
引
水
の
謗
り
を
怖
れ
ず
言
え
ば
、
革
命
ロ
シ
ア
の
究

極
の
目
的
は
、「
民
族
的
再
生
」
や
「
民
族
的
復
興
」
や
「
民
族
的

独
立
」
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
社
会
総
体
の
全
面
的
な
変
革
で
あ
っ

た
。
だ
が
そ
の
た
め
に
利
用
で
き
る
「
古
典
古
代
」
が
、
ロ
シ
ア
に

は
存
在
し
な
か
っ
た
（「
原
始
共
産
制
」
を
持
ち
出
す
の
は
、
一
知

半
解
か
、野
暮
と
い
う
も
の
だ
）。
そ
も
そ
も
「
明
治
維
新
」
や
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、
依
拠
で
き
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
古
代
＝
中
世
神

話
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
ら
の
正

統
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
伝
統

的
な
神
話
の
代
替
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
代
哲
学
や
社
会
知
を

利
用
し
て
作
り
だ
さ
れ
、「
普
遍
性
」
や
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

を
と
な
え
る
新
し
い
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た（
ス
タ
ー
リ
ン
の『
弁

証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
』）。
し
か
し
こ
の
場
で
は
、
そ
の
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
い
て
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
歴
史
学
」
が
一
九
三
〇
年

代
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
述
べ
る
に
と
ど
め
、
そ
の
本
格
的

な
議
論
や
叙
述
は
別
の
機
会
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
藤
波
報
告
「
ギ
リ
シ
ア
東
方
の
歴
史
地
理
―
オ
ス
マ
ン
正
教
徒
の

小
ア
ジ
ア
・
カ
フ
カ
ー
ス
表
象
」
は
、
オ
ス
マ
ン
正
教
徒
知
識
人
の

著
作
の
分
析
を
通
じ
て
二
〇
世
紀
初
頭
オ
ス
マ
ン
領
内
の
歴
史
地
理

認
識
を
解
明
し
、
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
「
ロ
シ
ア
革
命
前
後
の
時
代

の
歴
史
叙
述
」
を
分
析
す
る
た
め
の
新
た
な
視
座
を
提
供
す
る
と
い
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比
較
史
学
史
の
可
能
性
に
つ
い
て
（
石
井
）

う
、
野
心
的
な
報
告
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
の

オ
ス
マ
ン
の
知
識
人
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ

こ
で
は
言
語
的
に
も
、
宗
派
的
に
も
、
民
族
的
に
も
、
い
わ
ん
や
国

境
の
点
で
も
、
跨
境
的
な
歴
史
地
理
知
が
支
配
的
だ
っ
た
か
ら
だ
。

か
れ
ら
へ
の
、
言
語
、
宗
派
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
地
理
的
に
も
込

み
入
っ
た
事
象
を
腑
分
け
し
な
が
ら
点
検
し
、
分
析
す
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
言
語
や
宗
派
や
民
族
の
重
層
性
や
混
在
性
が
凝
縮
し
、
社

会
経
済
的
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
な
る
現
実
の
空
間
が
く
っ
き

り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
報
告
者
は
、
そ
う
し
た
実
像
に
、
聞

き
手
（
読
み
手
）
が
ま
な
ざ
し
を
し
か
と
向
け
る
よ
う
要
請
し
て
い

る
の
だ
。

　
藤
波
の
そ
う
し
た
要
請
の
背
後
に
は
、
①
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、

近
代
歴
史
学
の
発
展
が
国
民
形
成
と
不
即
不
離
の
形
で
論
じ
ら
れ
て

き
た
こ
と
、
②
こ
の
こ
と
が
民
族
の
歴
史
の
舞
台
を
形
作
る
特
定
の

地
理
認
識
を
伴
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
時
空
間
が
公
教
育

そ
の
他
の
媒
体
を
通
じ
て
国
民
統
合
の
促
進
の
手
段
と
な
る
こ
と
、

へ
の
批
判
意
識
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
化
と
国
民
形
成
の

さ
い
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
た
歴
史
叙
述
に
お
い
て
し
ば
し
ば
無
意
識
に

前
提
と
さ
れ
て
し
ま
う
座
標
軸
、
そ
し
て
均
整
の
と
れ
た
認
識
枠
組

み
と
を
、
相
対
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
破
壊
し
よ
う
と
す
る
意
図
と

し
て
現
れ
て
い
る
。

　
藤
波
報
告
は
、「
近
代
知
＝
近
代
的
認
識
」
と
い
う
、
二
〇
世
紀

も
半
ば
に
な
っ
て
よ
う
や
く
織
り
上
げ
ら
れ
た
均
整
の
と
れ
た
い
わ

ば
反
物
を
、
細
き
繊
維
一
本
一
本
に
ま
で
解
き
ほ
ぐ
し
て
も
つ
れ
さ

せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
の
恐
怖
心
と
不
安
を
人
に
起
さ
せ

る
ほ
ど
ま
で
に
挑
発
的
な
問
題
提
起
を
孕
ん
で
い
る
の
だ
。

　
だ
が
藤
波
の
究
極
の
意
図
は
、
歴
史
思
想
、
歴
史
意
識
、
歴
史
叙

述
の
伝
統
的
な
型
を
相
対
化
し
、
達
成
さ
れ
た
近
代
の
「
美
し
い
均

整
の
と
れ
た
抽
象
的
構
成
体
」
の
地
平
か
ら
、
単
に
後
戻
り
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
執
拗
に
相
対
化
を
重
ね
続
け
「
抽

象
化
」
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
見
え

て
く
る
現
に
生
き
た
人
々
の
織
り
成
す
社
会
経
済
的
、
人
的
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
に
ひ
ろ
が
り
ゆ
く
豊
穣
で
多
様
な
現
実
と
の

間
で
、
未
来
に
む
け
て
対
話
を
重
ね
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
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━

　
と
ま
れ
比
較
史
学
史
（
的
方
法
）
は
、
け
し
て
単
な
る
学
説
史
の

整
理
で
は
な
く
、
歴
史
研
究
の
本
道
の
一
部
と
す
ら
い
え
る
の
で
あ

り
、そ
れ
が
い
か
に
豊
か
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
一
端
が
、

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
確
認
で
き
た
。

（
本
学
文
学
部
特
任
教
授
）


