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特
集

日
本
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来

人
文
学
と
し
て
の
日
本
研
究
を
め
ぐ
る
断
想

将
基
面
貴
巳

　
仮
に
「
日
本
研
究
」
を
「
日
本
に
関
す
る
人
文
社
会
科
学
的
研
究
」
と
ご
く

大
雑
把
に
定
義
す
る
場
合
、「
日
本
研
究
」
の
現
状
を
検
討
し
、
そ
の
未
来
像

を
問
う
に
は
、
欧
米
の
大
学
研
究
・
教
育
に
お
い
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
問

題
、
い
わ
ゆ
る
「
人
文
学
の
危
機
」（the crisis of the hum

anities

）
と
い
う
問
題

を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
欧
米
各
国
や
日
本
で
も
「
人

文
学
の
危
機
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
現
代
日
本
で
は
、「
文
系

学
部
廃
止
」
の
危
機
と
し
て
一
般
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
二
〇
一
五
年
六

月
に
文
科
省
が
公
に
し
た
「
国
立
大
学
法
人
等
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直

し
に
つ
い
て
」
と
い
う
通
知
を
受
け
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
一
斉
に
、
政
府
が
文
系

学
部
を
廃
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
報
じ
た
こ
と
で
、
多
く
の
人
々
の
関
心
を

集
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た（

1
）

︒
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、

人
文
学
の
研
究
や
教
育
に
は
、
政
府
が
経
済
的
負
担
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
の
公
共
的
価
値
が
な
い
と
す
る
主
張
が
強
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
風
潮
で
あ
る（

2
）

︒

他
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
人
文
学
へ
の
政
府
か
ら
の
風
当
た
り
が
強
く
な
っ
た

と
か
、
学
生
数
の
減
少
傾
向
が
必
ず
し
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の

代
わ
り
、
終
身
雇
用
契
約
（
テ
ニ
ュ
ア
）
の
教
職
員
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
減
少
傾

向
に
あ
り
、
テ
ニ
ュ
ア
を
持
た
な
い
短
期
契
約
の
教
職
員
が
特
に
人
文
学
で
増

大
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う（

3
）

︒

　
私
が
勤
務
す
る
オ
タ
ゴ
大
学
を
は
じ
め
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
諸
大
学
の

人
文
学
系
学
部
・
学
科
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
こ
数
年
で
顕
著
に
な
っ

た
履
修
者
数
の
減
少
に
伴
う
収
入
の
激
減
に
呻
吟
し
て
い
る
︒
も
と
も
と
人
文

学
系
の
諸
学
科
は
、
自
然
科
学
系
が
高
額
の
設
備
投
資
な
ど
を
要
す
る
の
と
対

照
的
に
、
研
究
活
動
の
た
め
に
多
額
の
資
金
を
必
要
と
し
な
い
︒
さ
ら
に
、
医
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学
的
基
礎
研
究
が
製
薬
会
社
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
直
結
す
る
こ
と
に
典
型
的
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
産
学
協
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
自
然
科
学
で
は
広
く
見
受
け

ら
れ
る
の
と
異
な
り
、
人
文
学
系
の
研
究
業
績
は
、
収
益
率
の
高
い
商
品
化
の

可
能
性
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
産
業
界
か
ら
多
額
の
出
資
を
受
け
る

こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
大
学
の
場
合
、

人
文
学
系
の
学
科
は
、
自
然
科
学
系
の
学
科
に
く
ら
べ
て
、
財
政
的
に
、
学
生

が
支
払
う
授
業
料
に
依
存
す
る
割
合
が
大
き
い
︒
こ
の
こ
と
は
裏
返
せ
ば
、
学

生
数
の
減
少
が
人
文
学
系
諸
学
科
の
財
政
に
与
え
る
損
害
は
深
刻
な
も
の
と
な

り
や
す
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
人
文
学
系
の
学
生
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
の
か
︒

こ
の
「
病
状
」
に
関
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
大
学
に
お
け
る
「
診
断

書
」
は
ほ
ぼ
同
一
と
い
っ
て
よ
い
︒
す
な
わ
ち
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
な
経
済

至
上
主
義
的
言
説
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
結
果
、
国
民
経
済
に
直
接
的
に
貢
献

し
な
い
学
問
は
社
会
が
必
要
と
し
な
い
か
の
よ
う
な
見
解
が
、
メ
デ
ィ
ア
で
喧

伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒
ひ
い
て
は
、

人
文
学
系
の
学
問
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
は
お
ろ
か
、
就
職
に
際
し
て
も
「
役
に

立
た
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
状
況

は
決
し
て
ユ
ニ
ー
ク
で
は
な
い
︒
英
米
や
日
本
で
も
そ
う
し
た
議
論
は
大
手
を

振
っ
て
横
行
し
て
い
る
印
象
が
強
い
︒
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
、
そ
も
そ

も
大
学
と
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
人
文
学
的
研
究
と
教
育
の
持

つ
固
有
の
価
値
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
、
英
米
や
わ
が

国
で
書
籍
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
様
子
は
、
汗
牛
充
棟
た
だ
な
ら
ぬ
も

の
が
あ
る
︒

　
た
だ
、
こ
う
し
た
著
作
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
席
巻
に
対
す
る
批
判

0

0

で
あ
り
、
ま
た
、
人
文
学
研
究
と
教
育
の
自
己

0

0

弁
護

0

0

で
あ
る
︒
そ
う
し
た
観
点
に
私
も
基
本
的
に
同
意
す
る
者
で
あ
る
が
、
そ

の
一
方
で
、
人
文
学
研
究
と
教
育
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
自
己
批
判
の
眼
差
し

を
向
け
る
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
現
状
を
、
私
は
い
さ
さ
か
訝
い
ぶ
か

し
く
思
っ
て
い
る
︒

人
文
学
が
直
面
す
る
苦
境
を
、
他
人
の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
︒
し
か

し
、
こ
と
に
よ
る
と
、
人
文
学
研
究
と
教
育
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
も
、
問
題

の
一
端
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
駄
と
は

言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
自
己
満
足
（com

placency

）
と
は
、
他
者
に

は
明
々
白
々
で
あ
り
な
が
ら
自
分
自
ら
は
な
か
な
か
認
識
で
き
な
い
問
題
点
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
︒

　
以
下
の
論
述
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
一
歩
退
い
た
地
点
か
ら
「
日
本

研
究
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
す
な
わ
ち
、
人
文
学
一
般
の
現

状
に
関
し
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
か
を
考
え
る
こ

と
で
、
日
本
研
究
に
携
わ
る
研
究
者
が
陥
り
か
ね
な
い
落
と
し
穴
を
見
出
し
た

い
と
考
え
る
︒
そ
の
よ
う
な
大
上
段
の
構
え
を
取
る
の
は
、
そ
も
そ
も
私
が

「
日
本
研
究
」
を
主
専
攻
と
す
る
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
私
の
専
門
は
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
で
あ
る
︒
近
代
日
本
思
想
史
の
領
域
で
も
論
考
を

発
表
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
学
問
的
ト
レ
ー
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ニ
ン
グ
を
積
ん
だ
経
験
は
な
い
︒
し
か
も
、
私
は
日
本
国
内
の
大
学
に
勤
務
し

た
経
験
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
二
重
の
意
味
で
、
私
は
「
日
本
研
究
」
に
対
し

て
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
視
点
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
し
た
が
っ
て
、「
日
本

研
究
」
プ
ロ
パ
ー
で
は
な
く
現
代
の
人
文
学
一
般
に
つ
い
て
指
摘
し
う
る
問
題

点
に
光
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
り
、「
日
本
研
究
」
の
今
後
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
︒

　
た
だ
し
、「
人
文
学
一
般
」
と
い
っ
て
も
、
私
の
学
問
的
背
景
お
よ
び
能
力

か
ら
し
て
も
、
以
下
で
取
り
上
げ
る
素
材
は
、
主
に
歴
史
的
研
究
に
限
定
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
を
一
言
お
断
り
し
て
お
き
た
い
︒

　
　
　
　
　
＊

　
卑
近
な
例
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
の
勤
務
校
に
お
い
て
、
教
員
に
よ
る
研
究

助
成
金
申
請
を
審
査
す
る
会
議
を
行
っ
た
際
、
あ
る
教
授
は
「「
自
分
が
面
白

い
と
思
う
か
ら
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
研
究
を
し
て
も
ダ
メ
だ
と
い
う
の
で
は

困
っ
た
も
の
だ
」
と
い
う
一
言
を
漏
ら
し
た 

︒
研
究
助
成
金
の
個
々
の
申
請

を
検
討
す
る
た
め
に
、
そ
の
研
究
が
ど
の
よ
う
な
専
門
的
意
義
を
有
す
る
の
か
、

さ
ら
に
、
そ
の
専
門
領
域
に
限
ら
ず
隣
接
研
究
分
野
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
重

要
性
を
持
つ
の
か
、
に
つ
い
て
討
議
し
て
い
た
な
か
で
の
発
言
で
あ
る
︒
ち
な

み
に
、
こ
の
教
授
は
、
そ
の
専
門
分
野
で
優
れ
た
業
績
を
数
多
く
発
表
し
、
国

際
的
に
も
比
較
的
に
知
名
度
の
高
い
研
究
者
で
あ
る
︒
し
か
し
、
こ
の
教
授
で

す
ら
、
自
分
の
研
究
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
の
個
人
的
な
好
奇
心
を
満
た
す

も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、

い
さ
さ
か
驚
か
さ
れ
た
︒

　
自
分
の
研
究
を
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
自
分
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
」

「
自
分
が
面
白
い
と
思
う
か
ら
」
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
行
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
研
究
が
極
め
て
「
私
的
」（private

）
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
︒
研
究
は
、
そ
れ
が
公
刊
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
「
公
的
」（public

）

な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
中
身
が
著
者
の
「
私
的
」
な
関
心
事
で
し

か
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
研
究
の
公
的
な
意
義
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ

う
か
︒
専
門
的
研
究
と
は
、
ま
ず
、
そ
の
専
門
領
域
内
に
お
け
る
先
行
研
究
が

未
だ
に
探
求
し
て
い
な
い
問
題
に
解
答
を
試
み
た
り
、
過
去
に
研
究
が
試
み
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
未
解
決
と
み
な
さ
れ
て
い
る
論
点
を
新
し
い
視
点

か
ら
取
り
扱
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
主
張
す
る
の
が

常
で
あ
る
︒
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
専
門
研
究
は
、
専
門
的
で
あ
る
限
り
に
お

い
て
正
当
性
を
主
張
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
専
門
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
い

か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
問
う
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
っ
ぱ
ら
「
私
的
」
な
問
題
関
心
に
発
す
る
「
専
門
」
研
究
は
、
現
代
の
公
的

な
問
題
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︒
そ
れ
と
も
、
現
代
文
化
や
社
会
の

抱
え
る
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
し
か

し
、
そ
れ
で
は
、
学
問
を
職
業
と
し
な
い
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
「
暇
人

の
道
楽
」
と
さ
え
見
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
︒

　
人
文
学
一
般
に
広
く
見
受
け
ら
れ
る
問
題
的
状
況
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
よ
う
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な
「
学
問
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
」（privatization

）
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い

る
︒
人
間
活
動
の
「
ブ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
」
と
い
う
問
題
は
、
現
代
日
本
史
に
お

い
て
は
、
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
最
も
先
鋭
に
現
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
戦

時
下
、
日
本
の
軍
国
主
義
的
政
策
に
対
す
る
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
て
、
無
教
会

キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
者
だ
っ
た
矢
内
原
忠
雄
と
塚
本
虎
二
の
あ
い
だ
に
は
決
定

的
な
対
比
が
見
ら
れ
た
︒
矢
内
原
の
場
合
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
「
国
家
の
理
想
」、
す
な
わ
ち
正
義
と
平
和
に
照
ら

し
て
、
日
本
の
軍
国
主
義
的
政
策
を
公
の
場
で
批
判
し
た
︒
他
方
、
塚
本
の
場

合
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
究
極
的
に
は
各
個
人
の
内
面
に
お
け
る
罪
の
自
覚
に

還
元
し
た
た
め
、
信
仰
は
も
っ
ぱ
ら
「
私
的
」
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
︒

そ
の
結
果
、
塚
本
が
当
時
の
政
治
的
問
題
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
観
点

か
ら
批
判
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た（

4
）

︒
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
と
い
う
、
性
質
上
極
め
て
内
面
的
な
事
柄
の
場
合
で
さ
え
、
そ
れ

を
も
っ
ぱ
ら
私
的
な
も
の
に
還
元
し
て
し
ま
う
場
合
、
公
的
な
問
題
と
切
り
結

ぶ
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒「
地
の
塩
」
た
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
者
が
い
わ

ば
「
味
の
な
い
塩
」
で
あ
っ
て
よ
い
の
か
、
と
矢
内
原
は
問
い
た
だ
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
学
問
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
す
な

わ
ち
、「
人
間
」
一
般
に
関
わ
る
諸
問
題
を
扱
う
は
ず
の
人
文
学
的
研
究
が
、

個
人
的
な
嗜
好
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
我
々
の
生
き
る
時
代

の
政
治
・
経
済
、
社
会
と
文
化
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
主
張
で
き
る
か

に
つ
い
て
説
明
し
な
い
（
あ
る
い
は
、
で
き
な
い
？
）
ま
ま
で
、
果
た
し
て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
︒

　
蛇
足
と
知
り
つ
つ
あ
え
て
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
私
が
主
張
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
人
文
学
系
の
研
究
者
が
専
門
的
研
究
を
発
表
す
る
以
外
に
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も
積
極
的
に
発
言
す
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
皮
相
的
な
こ

と
で
は
な
い
︒
い
う
ま
で
も
な
く
、
研
究
者
の
本
分
は
専
門
的
研
究
を
お
こ
な

う
こ
と
に
あ
り
、
研
究
者
は
最
終
的
に
は

0

0

0

0

0

学
問
の
世
界
で
勝
負
す
べ
き
で
あ
る
︒

し
か
し
、
問
題
は
、
あ
る
専
門
的
研
究
が
、
そ
の
暗
黙
の
前
提
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
現
代

の
諸
問
題
と
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
無
関
係
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
も
よ

い
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
︒

　
や
や
一
般
的
に
こ
の
論
点
を
言
い
換
え
れ
ば
、
人
文
学
の
領
域
に
お
け
る
専

門
的
研
究
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
目
的
に
資
す
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
帰
着
す
る
︒

　「
人
文
学
は
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
批
判
に
直
面
し
て
、
英
米
の
人
文
学

系
の
研
究
者
た
ち
は
、「
人
文
学
こ
そ
が
政
治
を
含
む
公
的
問
題
に
つ
い
て
批

判
的
思
考
を
養
う
」
と
か
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
健
全
に
運
営
す
る
た
め
に
必

要
な
素
養
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
口
を
揃
え
て
主
張
し
て
い
る（

5
）

︒
こ
の
点
、
吉

見
俊
哉
は
、
興
味
深
い
視
点
を
最
近
の
著
作
で
示
し
て
い
る
︒
吉
見
に
よ
れ
ば
、

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
人
文
学
に
共
通
す
る
問
題
と
は
「
価

値
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
だ
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
け
る
世
俗
化
、

す
な
わ
ち
、
神
が
価
値
の
絶
対
的
源
泉
で
は
な
く
な
り
、
価
値
が
多
様
化
・
相

対
化
し
た
こ
と
が
、
近
代
社
会
に
お
け
る
人
文
学
の
あ
り
方
を
決
定
し
た
、
ひ
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と
つ
の
大
き
な
背
景
を
な
し
て
い
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
、
現
代
の
人
文
学
は

「
複
数
的
で
流
動
的
な
「
価
値
」
を
問
い
、
観
察
し
、
分
析
し
、
批
判
し
、
創

造
し
て
い
く
視
座
や
方
法
と
し
て
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
形
成

さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

6
）

︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
社
会
を
支
え
る
価
値
を
疑
い
、
問
い
直
し
、
新
た
に
創
造
す
る
こ
と
こ
そ

が
人
文
学
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
目
的
で
あ
り
、
課
題
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

　 

人
文
学
の
知
的
活
動
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
価
値
」
の
探
求
で
あ
る
と
い

う
吉
見
の
主
張
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
即
、
個
々
の
研
究
者

の
専
門
的
研
究
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
専
門
的
個

別
研
究
が
い
か
に
現
代
社
会
の
「
価
値
」
に
関
わ
る
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る

か
、
個
々
の

0

0

0

研
究
者
が
そ
の
「
価
値
」
の
問
題
に
自
覚
的
か
ど
う
か
は
、
吉
見

が
指
摘
す
る
よ
う
な
人
文
学
一
般

0

0

に
妥
当
す
る
は
ず
の
目
的
と
は
別
問
題
で
あ

る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
、
研
究
の
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
」
こ
そ
は
、
そ
う
し
た
人

文
学
一
般
の
目
的
と
は
正
反
対
に
、
本
来
、
公
の
場
で
問
う
こ
と
で
初
め
て
重

大
な
意
義
を
有
す
る
は
ず
の
「
価
値
」
と
い
う
問
題
に
背
を
向
け
る
態
度
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
そ
も
そ
も
、
近
代
社
会
は
、
政
治
・
経
済
、
社
会
や
科
学
、
芸
術
な
ど
多
様

な
人
間
活
動
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
・
自
律
化
す
る
こ
と
に
一
大
特
徴
が
あ
る

と
い
う
意
味
で
は
、
研
究
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
問
的
専
門
分
野
（discipline

）

そ
れ
自
体
の
発
展
の
た
め
に
学
問
を
追
求
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
い

う
考
え
方
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
視
点
は
、
自
分
が
勤
め
る
企
業

の
発
展
（
ひ
い
て
は
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
）
の
た
め
だ
け
に
ビ
ジ
ネ
ス
に
勤い
そ

し
め
ば

そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
ビ
ジ
ネ
ス
ウ
ー
マ
ン
の

そ
れ
と
似
て
い
る
︒
し
か
し
、
一
企
業
も
国
内
・
国
際
社
会
の
一
部
で
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
企
業
活
動
は
、
た
だ
単
に
営
利
を
最
大
化
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
企
業
が
生
み
出
す
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
、
国
内
外
の
社
会
・
文
化

生
活
に
望
ま
し
い
貢
献
を
し
、
そ
の
営
利
活
動
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
富
も
、

関
連
財
団
の
活
動
や
公
的
施
設
へ
の
寄
付
な
ど
の
か
た
ち
で
、
社
会
に
還
元
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
と
同
様
に
、
学
問
も
、
学
問
的

な
真
理
の
探
究
と
、
そ
う
し
た
活
動
を
主
に
支
え
る
大
学
の
活
動
を
通
じ
て
、

国
内
外
の
社
会
に
対
し
て
、
学
問
が
果
た
し
う
る
固
有
の
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

貢
献
す
る
こ

と
（
経
済
的
貢
献
だ
け
で
は
な
い
！
）
が
期
待
さ
れ
る
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
で
私
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
人
文
学
系
の
研
究
者
が
、
政
治
・
経
済
権
力
に
奉
仕
す
る
存
在
に
な
る

べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
、
真
理
の
探
究
と
い
う
学
問

的
精
神
の
根
幹
こ
そ
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
良
心
、
批
判
精
神
の
担
い
手
と

し
て
の
役
割
を
大
学
に
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
　
　
　
　
＊

　
こ
の
よ
う
に
、
学
問
（
特
に
人
文
学
的
研
究
）
の
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
」
を

め
ぐ
っ
て
論
じ
う
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
れ
ら
諸
問
題
の
奥
底
に
横

た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
人
文
学
的
知
識
の
断
片
化
と
い
う
状
況
で
は
な
い
か
と
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思
わ
れ
る
︒
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
の
解
体
と

い
う
事
態
が
出
現
し
た
二
十
世
紀
中
葉
よ
り
も
さ
ら
に
遡
っ
て
、
十
九
世
紀
に

台
頭
し
た
歴
史
主
義
が
も
た
ら
し
た
「
弊
害
」
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
鋭
く

批
判
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る（

7
）

︒
い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
主
義
こ
そ
は
、

人
類
史
上
に
み
ら
れ
る
個
別
事
象
の
個
性
的
理
解
の
重
要
性
を
説
い
た
思
想
で

あ
る
︒
歴
史
主
義
は
、
今
日
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
決

し
て
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
、
と
ド
イ
ツ
哲
学
研
究
者
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
イ

ザ
ー
は
主
張
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
、
歴
史
主
義
が
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
成
功

を
収
め
た
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
歴
史
主
義
者
と
な
っ
た
た
め
に
、
歴
史
主

義
と
い
う
思
潮
そ
れ
自
体
が
も
は
や
自
覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
、
と
い

う
の
で
あ
る（

8
）

︒
歴
史
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
歴
史
を
貫
徹
す
る
一
般

的
法
則
や
本
質
主
義
へ
の
批
判
を
意
味
し
、
一
切
の
歴
史
的
事
象
を
一
回
限
り

の
も
の
と
見
な
す
と
と
も
に
、
歴
史
上
存
在
し
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
相

対
化
す
る
︒
次
々
と
飽
く
こ
と
な
く
歴
史
的
知
識
を
生
み
出
す
「
学
者
」
を
、

ニ
ー
チ
ェ
は
、「
つ
か
ま
れ
る
と
し
か
た
な
し
に
埃
を
立
て
る
粉
袋
」
で
あ
る

と
﹃
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
中
で
諧
謔
的
に
表
現
し
て
い
る（

9
）

︒

　
と
こ
ろ
が
、
歴
史
主
義
的
な
思
考
の
淵
源
は
、
法
政
治
思
想
史
研
究
者
の
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
フ
ァ
ゾ
ー
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
中
世
末
期
に
ま
で
遡

る
と
い
う
︒
ロ
ー
マ
教
皇
や
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
普
遍
的
支
配
に
対
抗
し
て
、

諸
王
国
や
都
市
国
家
が
そ
の
自
立
性
を
主
張
す
る
際
に
思
想
的
に
選
び
取
っ
た

手
段
は
、
教
皇
・
皇
帝
の
普
遍
的
支
配
の
主
張
を
支
え
る
歴
史
観
を
解
体
す
る

こ
と
だ
っ
た
︒
普
遍
的
支
配
の
正
当
化
原
理
と
し
て
の
歴
史
観
は
、
い
う
な
れ

ば
時
代
錯
誤
的
な
史
料
（
聖
書
や
ロ
ー
マ
法
な
ど
）
の
読
解
に
基
づ
い
て
い
た
︒

そ
う
し
た
時
代
錯
誤
を
、
ダ
ン
テ
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
、
オ
ッ
カ
ム
な
ど
十
四
世

紀
を
代
表
す
る
思
想
家
た
ち
は
、
歴
史
的
観
点
か
ら
次
々
と
批
判
し
た
︒
つ
づ

く
十
五
世
紀
に
は
、
教
皇
が
そ
の
権
力
基
盤
の
正
当
性
を
主
張
す
る
上
で
一
役

買
っ
た
文
書
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
寄
進
」
が
実
は
偽
作
で
あ
る
こ
と
を
、

ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ッ
ラ
や
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
歴
史
的
に
明
ら
か

に
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
台
頭
し
た
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
し
か
し
、

正
確
な
歴
史
的
知
識
の
獲
得
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
普
遍
的
支
配
の
解
体
と
い
う
政
治
的
目
的
に
奉
仕
す
る
「
理
論
」
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
、
フ
ァ
ゾ
ー
ル
ト
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
近
代
初
期
に
お
い
て
、
聖
俗
両
界
に
お
け
る
普
遍
的
支
配
が
根
底
か
ら

掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
歴
史
的
知
識
の
探
究
は
、
従
来
の
政
治
的

目
的
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
自
己
運
動
を
始
め
た
︒
そ
の
結
果
、
過
去
の
探
究
そ

れ
自
体
が
自
己
目
的
化
し
、
歴
史
的
研
究
は
前
世
代
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

歴
史
的
知
識
の
絶
え
ざ
る
改
訂
作
業
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

10
）

︒

　
そ
う
し
て
誕
生
し
た
歴
史
学
は
、
フ
ァ
ゾ
ー
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
い
か
に
正
確

な
歴
史
的
知
識
の
追
求
を
標
榜
し
よ
う
と
も
、
全
く
純
粋
無
垢
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
︒
十
四
世
紀
以
来
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
共
通
す
る
の
は
、
証
拠

と
し
て
用
い
ら
れ
る
史
料
が
、
自
由
に
意
志
し
行
為
す
る
、
あ
る
個
人
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
暗
黙
の
前
提
で
あ
る
︒
そ
れ
は
裏
を
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返
せ
ば
、
現
存
す
る
史
料
は
、
た
と
え
ば
、
人
間
の
自
由
な
行
為
の
結
果
で
は

な
く
神
の
摂
理
の
ゆ
え
に
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
無
効
で
あ
る
と

し
て
最
初
か
ら
退
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
つ
ま
り
、
歴
史
を
説
明
す
る
上
で

の
暗
黙
の
前
提
と
は
、
人
間
の
自
由
な
自
律
性
を
承
認
し
て
疑
わ
な
い
こ
と
で

あ
る
︒
あ
る
歴
史
事
象
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
事
象
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
据

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
歴
史
学
の
い
わ
ば
「
公
理
」（
あ
る
い

は
「
陳
腐
な
常
套
句
」
か
）
で
あ
る
が
、
そ
の
原
則
を
「
公
理
」
と
し
て
承
認

す
る
こ
と
は
、
そ
の
前
提
に
あ
る
、
人
間
の
自
由
な
自
律
性
へ
の
確
信
（
あ
る

い
は
フ
ァ
ゾ
ー
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
信
仰
」belief
）
を
表
明
し
、
そ
れ
に
対
す
る
あ

ら
ゆ
る
疑
念
（
例
え
ば
、
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
歴
史
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
）

を
排
除
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い（

11
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
、
歴
史
的
思
考
の
根
底
に
横
た
わ
る
人
間
の
自
由
へ
の
確
信
は
、

日
本
で
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
家
の
上
原
專
祿
（
一
八
九
九
―
一
九
七
五
年
）

が
、
す
で
に
戦
後
間
も
な
く
、
明
確
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
著

書
﹃
歴
史
学
序
説
』
に
お
い
て
曰
く
、

あ
る
生
活
現
実
が
生
じ
た
と
い
う
の
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
う
な
っ
た

の
で
も
な
く
、
機
械
的
に
そ
う
な
っ
た
の
で
も
な
い
︒
ま
た
、
ど
う
に
で

も
な
り
う
る
も
の
が
、
偶
然
に
そ
う
な
っ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
い
つ
の

場
合
で
も
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
そ
う
な
の
で
も
な
い
︒
そ

う
で
は
な
く
て
、
あ
る
生
活
現
実
が
生
じ
た
の
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
な

条
件
の
下
で
、
意
識
的
で
意
志
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

行
為
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
他

の
も
の
は
生
じ
え
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
産
物
と
し
て
、
そ
う
な
っ
た
の
で
あ

る
︒
こ
う
し
た
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
意
識
と
意
志
の
、
自
由
と
決
断
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

所
産

0

0

と
し
て
、
生
活
現
実
の
生
成
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
一
回
性
に
お
い

て
生
活
現
実
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
意
味
だ
ろ

う
︒
︙
︙
歴
史
学
そ
の
も
の
は
、
人
間
の
生
活
現
実
に
法
則
性
が
あ
る
と

い
う
主
張
を
、
肯
定
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
否
定
す
る
も
の
で
も
な

い
︒
そ
う
し
た
主
張
そ
の
も
の
を
も
歴
史
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
と

し
て
観
念
す
る
ほ
ど
の
自
由
の
意
識
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
ら
ゆ
る
生
活
現
実
に

迫
ろ
う
と
す
る
の
が
、
歴
史
学
的
認
識
の
意
志

0

0

だ
、
と
い
え
よ
う（

12
）

︒（
一

部
引
用
者
に
よ
る
強
調
を
付
加
）

　
歴
史
的
認
識
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
バ
ラ
バ
ラ
で
一
回
的
な

事
象
に
関
す
る
歴
史
的
な
知
識
と
は
、
歴
史
研
究
者
を
取
り
巻
く
社
会
一
般
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
意
義
や
効
用
」
が
あ
る
の
か
、
と
上
原
は
、
続
け
て
問

題
提
起
し
て
い
る
︒
ま
さ
し
く
そ
れ
こ
そ
は
、
本
編
冒
頭
に
お
い
て
私
が
掲
げ

た
問
い
で
あ
る
が
、
歴
史
主
義
と
い
う
思
想
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
問
題
は
い
っ
そ
う
深
刻
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
事
象
が
全

て
一
回
き
り
で
あ
り
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る
な
ら
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
二

度
と
戻
ら
な
い
過
去
に
つ
い
て
の
知
識
に
は
、
単
な
る
興
味
本
位
や
骨
董
趣
味

以
上
の
ど
の
よ
う
な
意
義
を
主
張
し
う
る
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
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上
原
は
こ
の
難
問
に
答
え
て
言
う
︒
歴
史
と
は
「
研
究
者
の
問
題
意
識
や
生

活
意
識
を
出
発
点
と
し
て
、
無
数
の
生
活
現
実
の
中
か
ら
知
る
値
打
ち
が
あ
る

と
想
定
さ
れ
た
も
の
を
選
び
取
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
歴
史
像
へ
と
創
造
的
に
構

成
し
て
ゆ
く
と
い
う
仕
方
で
、
と
ら
え
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る（

13
）

︒
す
な
わ
ち
、

研
究
者
は
、
現
代
に
お
け
る
問
題
を
「
自
己
の
問
題
」
と
し
て
受
け
取
り
、

「
そ
の
た
か
め
ら
れ
公
共
化
さ
れ
た
自
己
の
問
題
意
識
を
出
発
点
と
し
て
、
そ

の
意
識
に
響
い
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
い
は
遠
く
の
、
あ
る
い
は
近
く
の
生

活
現
実
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
歴
史
像
へ
と
創
造
的
に
構
成
し
て
ゆ
く
」

と
い
う
の
で
あ
る（

14
）

︒

　
そ
の
よ
う
な
現
代
に
問
題
意
識
の
根
ざ
し
た
歴
史
研
究
は
、「
現
代
に
と
っ

て
意
味
の
あ
る
多
く
の
事
実
や
問
題
を
発
見
す
る（

15
）

」︒
こ
う
し
た
研
究
上
の
発

見
が
社
会
の
共
有
財
と
な
れ
ば
、
市
民
社
会
の
側
で
も
、
も
と
も
と
意
識
さ
れ

て
い
た
問
題
の
ほ
か
に
も
、
歴
史
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
新
た

な
問
題
が
所
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
り
、
既
存
の
問
題
意
識
が
よ
り
磨
か
れ

深
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
、
上
原
に
よ
れ
ば
、
歴
史
研

究
は
社
会
か
ら
問
題
を
受
け
取
る
が
、
逆
に
社
会
に
向
け
て
歴
史
的
な
視
点
か

ら
問
題
を
投
げ
返
す
と
い
う
積
極
的
な
役
割
を
も
担
う
と
い
う（

16
）

︒

　
さ
ら
に
、
歴
史
主
義
的
な
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
一
回
性
の
認
識
を
厳
し
く
突
き

つ
め
る
な
ら
ば
、
現
代
社
会
が
直
面
す
る
問
題
も
ま
た
個
性
的
・
一
回
的
で
あ

る
こ
と
の
認
識
を
促
す
︒
し
た
が
っ
て
、
過
去
に
有
効
だ
っ
た
方
法
を
そ
っ
く

り
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
て
も
、
現
代
に
お
け
る
問
題
解
決
に
結
び
つ
く
保
証
は

な
い
と
い
う
自
覚
を
促
す
こ
と
に
も
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
「
政
治
的
、
倫
理
的

意
志
の
惰
性
化
を
い
ま
し
め
」
る
と
い
う
意
味
で
、
歴
史
研
究
は
、
現
代
を
生

き
る
人
々
に
「
新
た
な
責
任
感
を
課
す
る
」
も
の
で
も
あ
る
と
し
て
い
る（

17
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
研
究
は
、
現
代
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
な
ん
ら
か
の
意

味
に
お
い
て
知
る
価
値
の
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

史
実
を
提
示
す
る
責
務
を
担
っ
て
い
る
︒
し
か

し
、
そ
れ
は
、
現
代
に
お
け
る
諸
問
題
に
直
接
的
に
解
決
策
を
示
す
た
め
で
は

な
く
、
む
し
ろ
過
去
に
成
功
し
た
解
決
策
に
頼
る
こ
と
の
知
的
怠
惰
を
戒
め
、

自
分
の
頭
で
考
え
て
現
代
固
有
の
課
題
と
対
決
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
教
え
る
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　
　
　
　
　
＊

　
以
上
の
よ
う
な
一
般
的
考
察
を
も
と
に
、「
日
本
研
究
」
の
あ
り
方
を
考
え

る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
か
︒

　
真
っ
先
に
指
摘
す
べ
き
は
、
す
べ
て
の
歴
史
的
な
「
日
本
研
究
」
は
、
そ
の

研
究
者
が
現
代
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
、
と

い
う
点
と
切
り
離
し
て
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
あ
る
研

究
が
、
そ
の
専
門
領
域
の
内
側
で
は
知
的
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
自
明

の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
研
究
を
現
代
の
諸
問
題
か
ら
無
関
係
な
ま
ま
に
放

置
す
る
「
学
問
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
」
状
態
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
肯
定
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
知
的
「
引
き
こ
も
り
」
の
状
態
で
あ
る
と
言
え
な
く
も
な
い

の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
意
味
で
、
研
究
者
は
、
専
門
分
野
の
研
究
者
以
外
の
読
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者
を
も
念
頭
に
お
い
て
、
彼
ら
専
門
外
の
読
者
に
と
っ
て
、
現
代
と
い
う
文
脈

に
お
い
て
自
分
の
研
究
が
い
か
な
る
意
義
を
持
ち
う
る
か
、
に
つ
い
て
考
え
を

め
ぐ
ら
し
つ
つ
研
究
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
念
の
た
め
に
付
け
加
え
れ
ば
、
歴
史
研
究
を
骨
董
趣
味
の
よ
う
な
個
人
的
嗜

好
の
問
題
に
貶
め
な
い
必
要
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
問

題
と
切
り
結
ぶ
歴
史
研
究
を
、
歴
史
を
現
代
に
お
け
る
政
治
的
論
争
の
た
め
の

道
具
に
使
う
現
在
主
義
的
な
も
の
と
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
主
張
し
て

い
る
の
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
、
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
あ
る
歴

史
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
行
為
論
的
に
言
え
ば
、
ひ
と
つ
の
発
話

行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
、
あ
る
歴
史
研
究
を
現
代
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

発
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
歴
史
研

究
者
は
何
を
し
て
い
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
研
究
の
公
的
な
意
図
と
私
的
な
動
機
に
関
す
る

自
覚
の
有
無
が
問
題
な
の
で
あ
る
︒

　
研
究
者
自
身
が
お
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
で
自
分
の
研
究
を

見
つ
め
直
す
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
す
る
な
ら
、
考
慮
す
べ
き
コ
ン
テ
ク
ス
ト

は
、
現
代
社
会
や
文
化
と
い
っ
た
、
一
般
的
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
︒
日
本
研

究
者
自
身
が
日
本
人
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
外
国
人
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、

研
究
者
が
日
本
で
生
活
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
外
国
で
生
活
す
る
の
か
に

よ
っ
て
問
題
設
定
の
あ
り
方
は
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
、
そ
の
研
究

業
績
を
日
本
語
で
発
表
す
る
か
、
外
国
語
で
発
表
す
る
か
に
よ
っ
て
、
想
定
さ

れ
る
読
者
も
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
そ
の
研
究
業
績
が

専
門
的
研
究
と
し
て
持
ち
う
る
意
義
を
超
え
た

0

0

0

意
味
あ
い
も
大
き
く
異
な
り
う

る
で
あ
ろ
う
︒

　
以
上
の
問
題
を
大
学
院
教
育
の
場
面
に
あ
て
は
め
る
な
ら
、
昨
今
、
特
に
欧

米
で
流
行
の
兆
し
が
見
え
る
傾
向
だ
が
、
共
同
研
究
に
大
学
院
生
を
組
み
込
み
、

博
士
論
文
を
そ
う
し
た
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
執
筆
さ
せ
る

こ
と
は
大
い
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
自
然
科
学
に
お
い

て
は
研
究
チ
ー
ム
を
編
成
し
分
業
し
つ
つ
研
究
を
進
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

が
、
人
文
学
に
お
い
て
も
共
同
研
究
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
研
究
助
成
を

行
う
諸
機
関
も
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
支
持
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
︒
し

か
し
、
人
文
学
の
場
合
、
自
然
科
学
の
場
合
と
異
な
り
、
研
究
素
材
と
方
法
が

同
一
で
あ
れ
ば
同
じ
問
題
に
対
し
て
ど
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
同
一
の
解
答
が

期
待
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ま
で
論

じ
て
き
た
よ
う
に
、
人
文
学
の
「
背
骨
」
は
、
個
々
の

0

0

0

研
究
者
に
よ
る
同
時
代

的
状
況
と
の
思
想
的
対
決
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
︒
し
か
し
、
大
学
院
生
と

し
て
の
学
問
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
共
同
研
究
チ
ー
ム
の
末
端
を
担
う
だ
け
に
終

始
す
る
な
ら
、
卒
業
時
に
学
位
こ
そ
得
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
も
そ
も
自
分

が
、
自
分
の
生
き
る
時
代
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
を
行
う
根
本
動

機
と
意
図
と
は
何
な
の
か
を
自
問
し
、
沈
思
黙
考
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い

ま
ま
で
学
生
時
代
を
終
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
若
い
研
究
者
個
人
に
と
っ
て
も
、
そ
の
研
究
者
の
専
門

領
域
に
と
っ
て
も
、
極
め
て
不
幸
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
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二
十
一
世
紀
初
頭
と
い
う
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
「
日
本
」
を
（
歴

史
的
）
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
の
意
味
と
は
何
な
の
か
︒
日
本
研
究
と
し
て
、

そ
の
選
ん
だ
テ
ー
マ
を
探
求
す
る
こ
と
の
意
味
と
は
何
な
の
か
︒
そ
の
「
意

味
」
と
は
、
研
究
者
個
人
に
と
っ
て
の
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
研
究
成

果
に
接
す
る
人
々
に
と
っ
て
持
ち
う
る
意
味
で
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
を
、

日
本
研
究
に
携
わ
る
若
い
人
々
一
人
ひ
と
り
が
自
問
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
、

時
代
の
逆
風
に
負
け
ず
、
人
文
学
と
し
て
の
日
本
研
究
が
今
後
も
存
立
し
て
ゆ

く
た
め
の
必
要
条
件
の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注（
1
）  

特
に
以
下
を
参
照
︒
室
井
尚
﹃
文
系
学
部
解
体
』（
角
川
新
書
、
二
〇
一
五
年
）、
吉

見
俊
哉
﹃「
文
系
学
部
廃
止
」
の
衝
撃
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
六
年
）︒

（
2
）  

以
下
を
参
照
︒H

elen Sm
all, T

he Value of H
um

anities (O
xford U

niversity Press, 

2013 ); Stefan C
ollini, W

hat A
re U

niversities For? (Penguin, 2012 ). 

（
3
）  

以
下
を
参
照
︒M

ich
ael B

eru
be an

d
 Jen

n
ifer R

u
th

, T
he H

um
anities, H

igher 

E
ducation, and A

cadem
ic Freedom

: T
hree N

ecessary A
rgum

ents (Palgrave M
acm

illan, 

2015 ). 

ま
た
、
次
も
参
考
に
な
る
︒Paul Jay, T

he H
um

anities ‘C
risis’ and the Future of 

Literary Studies (Palgrave M
acm

illan, 2014 ).

　
こ
の
ポ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
の
作
品
が
指
摘

す
る
よ
う
に
「
人
文
学
の
危
機
」
は
決
し
て
新
し
い
現
象
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
、
イ

ギ
リ
ス
の
歴
史
家
Ｊ
・
Ｈ
・
プ
ラ
ム
が
「
人
文
学
に
お
け
る
危
機
」
を
テ
ー
マ
に
論
文

集
を
編
集
・
刊
行
し
た
の
は
一
九
六
四
年
の
こ
と
で
あ
る 

︒J. H
. Plum

b, C
risis in 

H
um

anities (Penguin, 1964 ).

（
4
）  

こ
の
例
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
稿
に
詳
し
い
︒Tak

ash
i S

h
o

g
im

en
, “‘A

n
o

th
er ’ 

Patriotism
 in E

arly Shō w
a Japan (1930 –1945 ) ,” Journal of the H

istory of Ideas 71 .1  

(2010 ): 139 –160 .

（
5
）  

以
下
の
前
掲
書
を
参
照
︒Sm

all, T
he Value of H

um
anities; B

erube and R
uth, T

he 

H
um

anities, H
igher Education, and A

cadem
ic Freedom

. 

（
6
）  

吉
見
﹃「
文
系
学
部
廃
止
」
の
衝
撃
』、
一
〇
四
頁
︒

（
7
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
の
文
献
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
拙
稿
と
の
関
連
で
は
特
に

以
下
を
参
照
︒Peter Levine, N

ietzsche and the M
odern C

risis of the H
um

anities (State 

U
niversity of N

ew
 York Press, 1995 ).

（
8
）  

Frederick C
. B

eiser, T
he G

erm
an H

istoricist Tradition (O
xford U

niversity Press, 

2011 ), Introduction. 

（
9
）  

ニ
ー
チ
ェ
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」、
手
塚
富
雄
編
﹃
ニ
ー
チ
ェ
』（「
世
界
の
名
著
」

第
五
七
巻
）（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）、
二
〇
五
頁
︒

（
10
）  

C
onstantin Fasolt, “T

he Lim
its of H

istory in B
rief, ” H

istorically Speaking 6 .5  (2005 ): 

5 –10 , 

と
く
に7 –8 . 

こ
の
短
い
論
文
は
、
同
じ
著
者
に
よ
る
洞
察
力
と
独
創
性
に
満
ち

た
、
以
下
の
書
籍
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒ Fasolt, T

he Lim
its of 

H
istory (U

niversity of C
hicago Press, 2004 ). 

（
11
）  

Fasolt, “T
he Lim

its of H
istory in B

rief,” 5 –7 .

（
12
）  

上
原
專
祿
﹃
歴
史
学
序
説
』（
大
明
堂
、
一
九
五
八
年
）、
八
二
―
八
四
頁
︒

（
13
）  

同
右
、
八
五
頁
︒

（
14
）  

同
右
、
八
六
頁
︒

（
15
）  

同
右
、
八
八
頁
︒

（
16
）  

同
右
、
八
八
―
八
九
頁
︒

（
17
）  

同
右
、
八
九
頁
︒


