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歴
史
が
過
去
か
ら
創
り
だ
す
も
の
に
は
、
知
的

再
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
常
と
す

る
。
と
す

れ
ば
、
歴
史
家

に
と

っ
て
、
真
実
を
示

す
こ
と
、

あ
る
い
は
歴
史
家
が
真
実

で
あ
る
と
考

え
る
も

の

を
示
す
こ
と
こ
そ
、
す
べ
て
に
優
越
す

る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
歴
史

に
真

の
生
命

を
見
出

そ

う
と
願
う
も

の
は
、
森
に
木
を
群
衆

の
中

に
個
人

を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は

言

っ
た
。
人
は
、
人
生
経
験
が
深
く
豊

か
で
あ
れ

ぽ
あ

る
ほ
ど
、
ま
た
そ

の
経
験
を
通
し
て
鍛
え
ら

れ
た
心
が
広
く
か

つ
多
面
的

で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
、

資
料

の
山
の
中
か
ら
実
証
す
る
素
材
を
巧
み
に
選

び
出
す
眼
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
に
違

い
な
い
。

ビ

ー
ズ
リ
ー
の
書
物
を
手
に
し
た
時
、
寸
暇
を
お

し
む
か
の
よ
う
に
外
交
史
料
と
取
り
組

ん
で
い
る

著
者
の
姿
を
想
像
し
た
の
は
評
者

一
人
で
は
あ
る

ま
い
。
そ
う
し
た
歴
史
家
と
し
て
の
方
法
態
度
と

意
欲
を
感
じ
さ
せ
る
労
作
が
、
気
鋭

の
経
済
史
家
、

杉
山
伸
也
氏

に
よ

っ
て
訳
出
さ
れ
、
日
本
史
研
究

に
関
心
を
よ
せ
る
人
々
の
共
有
財
産
と
な

っ
た
こ

と
を
喜
び
た
い
と
思
う
。

戦
後
日
本
は
、
軍
事
大
国
化
を
不
必
要
と
し
、

日
本

の
経
済
発
展
を
歓
迎
す
る
西
側
諸
国
と
の
協

調

の
も
と
で
経
済
を
軍
事

に
優
先
さ
せ
、
自
ら
を

経
済
強
国
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、

戦
前
と
戦
後
を
通
じ
て
、
英
米
を
は
じ
め
と
す
る

先
進
諸
国
に
は

『国
際
協
調
』
と
し
て
、
中
国
や

東
南

ア
ジ
ア
諸
国
に
は

『大
国
的
傲
慢
』
と
し
て

現
わ
れ
る

「帝
国
意
識
」
が
結
び

つ
い
て
い
た
と

い
う
批
判
も
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
露
戦
争
後
四
十
年
と
第

二
次
世
界
大
戦
後
四
十

年
と
い
う

『二

つ
の
戦
後
』
を
重
ね
あ
わ
せ
て
現

在
を
考
え
る
と
き
、
と
く
に

一
九
八
五
年
以
降
、

再
び
経
済
強
国
と
な
り

「時

の
勢

い
」

に
乗
じ
て

経
済
的

「侵
略
」

の
目
立
ち
は
じ
め
た
日
本
を
ビ

ー
ズ
リ
ー
は
、
意
識
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か

っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
次

の
よ
う
な
警

句

に
耳
を
傾
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「日
本
帝
国
主
義

の
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
が

一
九
四

五
年

の
無
条
件
降
伏
と
と
も
に
終

っ
た
の
で
は
な

い
。
…
…
日
本
帝
国
主
義
が
喚
起
し
た
感
情
的
問

題
も
依
然
と
し
て
終

っ
て
い
な
い
。
大
東
亜
共
栄

圏
を
苦
い
思

い
で
回
顧
す
る
人
々
は
、
米
軍
占
領

以
降

の
日
本

の
緊
密
な
対
米
提
携
関
係
が

『従
属

的
』
帝
国
主
義

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ア
ジ

ア
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に
お
け
る
日
本
の
通
商
上
の
成
功
は
日
本

の
不
平

等
な

『共
栄
圏
』
再
建

の
試
み
を
示
し

て
い
る
と

か
、
あ
る
い
は
ま
た
軍
国
主
義
は
日
本
人

の
生
活

の
表
面
下

に
依
然
と
し
て
残

っ
て
い
る
と

い
う
議

論
を
容
易

に
納
得
す
る
か
、
あ
る
い
は
容
易
に
説

得
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
疑
念

は
五
十
年

に
わ
た
る
帝
国
主
義
国
と
し
て
の
行
動

に
対
し
て

日
本
が
引
き

つ
づ
き
支
払
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
代
価

で
あ
る
。
」

そ
れ
に
し
て
も
、
「世
界

の
民
衆
と
日
本

の
民

衆
が
互

い
に
従
属
し
た
り
搾
取
す
る
こ
と
な
く
平

等
に
生
き
る
」
と

い
う
、
考
え
て
み
れ
ぽ
あ
た
り

ま
え

の
関
係

の
構
造
を
築
き
上
げ
る
こ
と

は
、
は

た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界

の
動
き

の

中
に
日
本
と
自
己
を
位
置
づ
け
、
「外
」

と

「内
」

に
開
か
れ
た
真
の
歴
史
意
識
の
樹
立
を

め
ざ
し
て
、

ア
ジ
ア
や
世
界
の
人
々
か
ら

の
厳
し
い
批
判
を
受

け
止
め
え
な
い

『孤
絶

の
歴
史
意
識
』

か
ら

の
脱

却
が
今
日
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
も

な
い
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本

の
近
代
史
あ
る
い
は
近
代
史

研
究
は
、
日
本
帝
国
主
義
史
と
そ
の
研
究

を
抜
き

に
し
て
成
立
し
え
ず
、
日
本
帝
国
主
義
研
究
は
、

日
本
植
民
地
研
究
を
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
け
る
帝
国
主
義
研

究
は
、

レ
ー
ニ
ソ
の

『帝
国
主
義
論
』
に
準
拠
し
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
視
角

に
立

っ
た
分
析

か
、
あ
る

い
は
ご
く
限
定
さ
れ
た
時
期
と
、
地
域
を
対
象
と

す
る
詳
細
な
実
証
研
究

の
い
ず
れ
か
の
傾
向
を
示

し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
日
本
帝
国
主
義

の

研
究
は
、
日
本
史
と
い
う
現
象
と
世
界
的
広
が
り

を
も

つ
帝
国
主
義
と
い
う
現
象
、
さ
ら
に
こ
の
二

つ
の
現
象

の
関
係

の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
が
、
欧
米

に
お
け
る
帝
国
主
義
研
究

の
成
果
と
日
本
に
お
け

る
帝
国
主
義
研
究
な
ら
び
に
日
本
帝
国
主
義
研
究

の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
、

ア
ジ
ア
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
で
日
本
帝
国
主
義

の
形
成

・
発
展

・
崩
壊

の

歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点

は
、
類
書

の
追
随
を
許
さ
な
い
。
し
か
も
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
お
よ
び
日
本
国
内
の

一
次
資
料
と
主
た
る

研
究
に
依
拠
し
た
議
論
は
、
人
を
充
分
に
説
得
す

る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ー

ズ
リ
ー
の
理
論
的
枠
組
を
支
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

「自
由
貿
易
帝
国
主
義
」

論
に
は
じ
ま
る
イ
ギ
リ

ス
帝
国
史

に
関
す
る
論
争

と
諸
研
究

に
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
自
由
貿
易
帝
国
主

義
』

の
著
者
が
語

る
よ
う

に
、
「市
場
論
」
と
し

て
語
ら
れ

「構
造
分
析
と
い
う
面

で
の
弱
さ
」
を

持
ち
、
イ
ギ
リ
ス
一
国
の
分
析
が
中
心
で
あ

っ
た

た
め
に

「帝
国
主
義

の
世
界
史
的
位
置
づ
け
」
言

い
か
え
れ
ば
、
帝
国
主
義

一
般

の
理
解

へ
の
つ
な

が
り
と
い
う
点
で
難
点
が
あ

っ
た
。
以
上

の
よ
う

な
諸
問
題
に
対
す
る
本
書
の
立
場
は
、
人
を
満
足

さ
せ
る
に
は
不
安
が
残

る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
帝
国
主
義
は
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
観
点
か
ら
ど
の
よ
う

に
構
想
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
日
本
帝
国
主
義
史
研
究
が
日
本
帝
国

の
本
質
と
諸
原
因

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
生
成
、
発

展
、
解
体
の
歴
史
を
考
察
す
る
点

に
あ
る
こ
と
は

論
を
ま
た
な
い
。
そ
の
場
合
、
ビ
ー
ズ
リ
ー
は
、

日
本
帝
国
主
義
史
を

「日
本
史

の

一
要
素
」
と
し

て
、
す
な
わ
ち
日
本

の
国
家
と
国
民
が
反
応
し
て

き
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
経
済

の
近
代
化
や
立
憲

政
体

の
発
展
と
並
行
す
る

一
つ
の
道
と
し
て
把
握

す
る
と
と
も

に
、
「世
界
史

の

一
部
」
と
し
て
他

の
帝
国
主
義
国
と
比
較
可
能
な
も
の
と
し
て
把
握

し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ
に
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
帝
国
主
義
が
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
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築
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と
し
て
は
じ

め

て
成
立

し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
ビ

ー
ズ
リ

ー
が
注
目
す
る
の
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
帝
国
主
義

の
構
築
し
た
居
留
地
制
度
と
そ

の
…機
能

で
あ

っ
た
。
残
念
な
が
ら
本
書
を
通
読
し

て
こ
の
居
留
地
制
度

の
旦
ハ体
像
は
充
分
に
理
解
す

る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
点
は
、
我
国
に

お
け
る
居
留
地
貿
易

の
研
究
、
居
留
地
社
会

の
研

究
、
さ
ら
に
両
大
戦
問
期
に
お
け
る
日
本

の
貿
易

と
投
資

に
関
す
る
研
究
、
な
ど
を
踏
ま
え
、
居
留

地

の
旦
ハ体
的
な
機
能
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
、

日
本
帝
国
主
義

の
重
要
な

一
面
を
解
明
す

る
基
軸

概
念

の
内
実
を
整
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
帝
国
と
は
何
を
指
す

の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
日
本
帝
国
と
そ
の
統
治
下

に

あ
る
領
域

(公
式
帝
国
)
と
条
約
そ
の
他

の
手
段

に
基
づ
く
経
済
関
係
を
通
し
て
そ
れ
と
ほ
ぼ
等
し

い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
地
域

(非
公
式
帝
国
)

と
の
結
合
構
造
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
日
本
帝
国

は
、
朝
鮮
お
よ
び
台
湾
に
お
け
る
直
接
的
植
民
地

支
配
か
ら
満
州
に
お
け
る
勢
力
範
囲

の
漸
進
的
拡

大
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
居
留
地
制
度

に
よ
る
経

済
的
特
権

の
確
定
と
い
う
半
植
民
地
的
構
造
な
ど

の
よ
り
緩
や
か
な
形
態
に
よ
る
支
配
に
至
る
結
合

構
造
を
有
す
る
と
と
も
に
、
後

に
は
そ
の
周
辺
に

東
南

ア
ジ
ア
を
含
む
南
洋
全
域

に
わ
た
る

「共
栄

圏
」
を
加
え
る
に
至

っ
た
。
ま
た
、
ど

の
よ
う
な

観
点

か
ら
日
本
帝
国
の
発
展
を
考
察
す
べ
き

で
あ

ろ
う
か
。
ビ
ー
ズ
リ
ー
は
、
こ
れ
を
日
本
帝
国
の

発
展
を
規
定
し
た
二

つ
の
要
因
か
ら
説
明
し
て
い

る
。
第

一
は
、
日
本

の
対
外
膨
張
が
、
日
本
資
本

主
義

の
工
業
を
中
心
と
し
た
構
造

へ
の
変
化

に
応

じ
て
、
工
業
製
品
市
場
と
原
料
供
給
源

の
確
保
お

よ
び
貿
易
利
益

の
追
求
と
関
連
す
る
よ
う
に
な

っ

た
点
、
第

二
は
、
日
本
の
膨
張
が
東

ア
ジ

ア
に
お

い
て
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
西
洋
帝
国
主
義

の

体
制
11
居
留
地
制
度

の
中
で
…機
能
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
た
め
に
、
時
の
経
過
と
と
も
に
そ
れ

を
修
正
す
る
か
、
あ
る
い
は
解
体
す
る
か
と

い
う

政
策

の
選
択

に
迫
ま
ら
れ
た
と
い
う
点

で
あ

っ
た
。

し
か
も
、
日
本
の
帝
国
主
義
政
策
は
、
日
本

の
周

辺
防
衛
地
域

へ
の
特
殊
権
益
の
擁
護
と
中
国
に
お

け
る
通
商
的
優
位
の
獲
得
を
目
指
す
も
の
で
あ

っ

た
が
、
後
発
帝
国
主
義
国
に
属
し
な
が
ら

ロ
シ
ア

を
仮
想
敵
国
と
す
る
戦
略
的
必
要
か
ら
英
米
協
調

路
線
を
と
る
と
い
う
実
に
危

い
バ
ラ
ン
ス
の
上
に

成
立
し
た
と
い
う
点
を
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
共

に
帝
国
主
義

の
主
唱

者

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
部

(満
州
に
お

け
る
特
殊
利
害

の
主
張
)
と
外
務
省

(中
国
本
土

に
お
け
る
条
約
特
権
の
利
用
)
の
対
立
を
は
ら
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本
帝
国
主
義
は
、

一

九
三
〇
年
を
境

に
大
き
く
旋
回
す
る
。

一
九
三
〇

年
ま
で
の
段
階

で
は
、
辛
亥
革
命

に
よ
る
居
留
地

制
度

の
政
治
的
基
盤
の
崩
壊
と
第

一
次
世
界
大
戦

中

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
る
中
国

へ
の
介
入
能

力

の
低
下
の
た
め
に
後
の

「共
栄
圏
」
構
想
を
生

み
つ
つ
も
、
列
強

に
対
す
る
防
衛
と
食
糧
確
保

の

た
め
の
植
民
地
お
よ
び
勢
力
範
囲
の
形
成
、
条
約

に
基
づ
く
諸
権
利

に
支
え
ら
れ
た
国
際
制
度

の
構

成
国
と
な
る
こ
と
で
貿
易
と
投
資

の
機
会

の
獲
得
、

日
本

の
産
業
発
展

の
必
要
上
中
国
と
の
特
殊
な
関

係

の
形
成
が

み
ら
れ
、

一
九
〇
五
年
以
降
ど
ち
ら
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か
と
い
え
ば

「非
公
式
」

の

「経
済
的
」
帝
国
主

義

へ
の
傾
斜
が
看
取
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

、
世
界

恐
慌
を
契
機
と
し
て
経
済
的
自
立
政
策
が
追
求
さ

れ
る
に
至

る
。
す
な
わ
ち
、
「国
防
問
題

に
お
け

る
軍
部

の
要
求
」
、
「市
場
と
そ
の
保
護
に
対
す
る

財
界

の
要
求
」、
「
ア
ジ
ア
連
帯
に
対
す
る
感
傷
的

願
望
」
を
か
か
げ

て

「危

機

の
国
家
」

を
叫
ぶ

人
々
が
台
頭

し
、
「大
東
亜
共
栄
圏
」

の
構
想
が

旦
ハ体
化
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
が

「国
家

の
危

機
」
を
招
く
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
我
国
に
お
け
る
帝

国
主
義
研
究
と
日
本
帝
国
主
義
研
究
に
対

し
て
だ

け
で
な
く
欧
米

の
帝
国
主
義
研
究
に
新
た
な
知
見

を
提
示
し
た
と
い
う
点
で
評
価
さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
帝

国
主
義

と

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
列
強
と
の
利
害
関
係
、
中
国
お
よ

び
東
南

ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本

の
進
出
と
現
地
資

本

の
利
害
対
立
、
さ
ら
に
日
本
帝
国
主
義
政
策

の

決
定
過
程
に
お
け
る
利
害
対
立
な
ど
に
関
す
る
今

一
歩
踏

み
こ
ん
だ
議
論
の
展
開
は
、
膨
大

な
実
証

研
究
を
待

っ
て
は
じ
め
て
可
能

に
な
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
イ

ギ
リ
ス
帝
国
主
義

の

「自
由
貿
易
帝
国
主
義
」
か

ら

「新
帝
国
主
義
」

へ
の
移
行
期
に
、
日
本
帝
国

主
義
は
何
を
共
有
し
、
何
を
共
有
し
な
か
っ
た
の

か
、
そ

の
場
合
、
「商
業

的
帝

国

主
義
」
論

や

「将
来

の
市
場
」
論
な
ど

は
、
日
本
帝
国
主
義
研

究
に
ど
の
よ
う
に
関
連

し
て
く
る
の
か
と

い
う
理

論
的
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ー
ズ
リ
ー
の
今

後

の
研
究
を
期
待
し
た
い
。

周
知
の
ご
と
く
、
植
民
地
支
配
の
衝
撃
と
植
民

地
遺
制
に
関
す
る
諸
問
題
が
く
り
か
え
し
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
今
日
、
過
去
に
植
民
地
支
配
を
う
け

た
国
々
は
、
民
族
と
国
家

の
不

一
致
を
克
服
す
る

政
治
的
枠
組

の
構
築
、
植
民
地
型
経
済
構
造
か
ら

の
離
脱
と
経
済

の
自
立
化
、
さ
ら
に
人
間
の
尊
厳

の
回
復
と
い
っ
た
諸
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
植

民
地
支
配
は
、
「支
配
す

る
側
」
も

「支
配
さ
れ

る
側
」
も
少
な
く
な
い
傷
跡
と
代
償
を
残
す
。
本

書
を
通
し
て
、
ビ
ー
ズ
リ
ー
の
扱

っ
た
時
代

の
日

本
社
会
を
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
に
支
配
し

て
い
た
階
級
と
、
こ
の
支
配

の
担
い
手

の
ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
が
日
本
近
代
史
の

一
つ
の
重
要
な
特
質
を
成

し
て
い
た
日
本
帝
国
構
造

に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

帝
国
の
構
造
は
、
支
配
階
級
だ
け
で
な
く
む
し
ろ

社
会
の
最
下
層
に
い
た
ほ
と
ん
ど

の
日
本
人
に
と

っ
て
生
活

に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
「民
衆

の
日
本
帝
国
」
と

「日
本
帝
国

の
民

衆
」
を
ぬ
き
に
し
て
日
本
帝
国
主
義

は
語
れ
な
い

と
思
う
。
冷
静
な
研
究

の
対
象
と
な
る
記
録
と
し

て
の
過
去
と
わ
れ
わ
れ
の
人
生

の
背
景
を
な
し
、

そ
の
記
憶
の

一
部
と
な

っ
て
い
る
過
去

の
間

に
存

在
す
る
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
過
去
を
取
り
あ
げ

た
ビ
ー
ズ
リ
ー
の
歴
史
家
と
し
て
の
勇
気
あ
る
態

度

に
敬
意
を
表
し
た
い
。
本
研
究
が
、
我
国
に
お

け
る
日
本
帝
国
主
義

の
研
究

に
大
き
な
前
進
を
示

し
た
と
確
信
す
る
も

の
は
評
者

一
人
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。(

一
九
九
〇
年

一
〇
月
刊

岩
波
書
店
)
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