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時
代
の
転
換
期
は
、
歴
史
家
に
と
っ
て
知
的
宝
庫
で
あ
る
。
康
史
家

の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
社
会
科
学
者
に
と
っ
て
も
、
新
た
な
理
論
モ
デ

ル
構
築
に
向
け
て
の
創
造
的
意
欲
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
事
例
に
と
ん
で

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
向
時
に
、
ま
た
過
去
の
理
論
を
検
証
す
る
絶

好
の
機
会
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
転
換

期
に
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
時
代
が
次
の
フ
ェ
イ
ズ
に
移
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
家
な
ら
ば
、
そ
の
国
家

の
現
実
が
変
わ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
変
わ
っ
た

現
実
を
意
識
化
し
よ
う
と
す
る
擦
、
そ
の
起
源
を
探
ろ
う
と
す
る
の
は

当
然
の
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
。
長
ら
く
「
停
滞
」
と
「
専
制
」
と
い
う

後
進
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
れ
ら
れ
て
き
た
ア
ジ
ア
が
、
二
十
一
世
紀

の
成
長
セ
ン
タ
ー
と
称
せ
ら
れ
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
。

本
書
は
、
韓
国
に
お
げ
る
そ
の
起
源
を
、
歴
史
の
視
座
か
ら
捉
え
な
お

東

野

人

裕

し
、
内
か
ら
え
ぐ
り
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
従
来
の
東
ア
ジ
ア
経
済

分
析
と
ス
タ
イ
ル
を
異
に
し
つ
つ
も
、
当
地
域
の
研
究
に
、
さ
ら
に
厚

み
を
加
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
時
代
と
叫
ば
れ
る
昨

今
、
こ
う
し
た
審
物
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
も

の
と
い
え
る
し
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
新
た
な
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
「
ア
ジ
ア
の
次
の
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
」
な
ど
と
賞
せ
ら
れ
、
半
導

体
生
産
に
お
い
て
も
、
日
本
を
追
っ
て
い
る
韓
国
の
大
き
な
時
代
の
転

換
期
が
、
そ
の
植
民
地
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
誰
も
異
論
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
李
朝
鮮
の
末
期
は
、
ま
さ
に
そ
の
内
的
脆
弱
性
を
露
呈
し

つ
つ
、
列
強
に
よ
る
帝
国
主
義
の
グ
ロ

1
パ
リ
ズ
ム
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
る
過
程
で
あ
り
、
さ
な
が
ら
血
で
血
を
洗
う
国
際
政
治
の
渦
中
に
放

り
出
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
隠
者
の
姿
で
あ
っ
た
。
内
政
が
、
限
り
な
く
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外
交
と
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
怒
溝
の
時
代
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
現
代
韓
国
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
換
期
、
す
な

わ
ち
、
李
氏
朝
鮮
末
か
ら
日
本
の
敗
戦
ま
で
の
間
は
、
政
治
、
社
会
の

変
動
は
い
う
に
及
ば
ず
、
経
済
に
も
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も

た
ら
し
た
。
し
か
し
、
従
来
の
通
説
的
見
解
と
し
て
、
植
民
地
経
済
は
、

即
ち
被
搾
取
経
済
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
当
該
国
の
経

済
を
グ
レ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
新
し
い
時
代
が
、
新
し
い
解
釈
を
打
ち
出
し
た
。
こ
う
し
た

一
般
的
な
見
解
に
対
し
、
真
っ
向
か
ら
挑
戦
し
た
の
が
、
若
き
ア
メ
リ

カ
の
研
究
者
カ
l
タ
l
・
エ
カ
ッ
ト
の

οな
ミ
高
ミ
.

N
む
さ
ぼ
で
あ

る
。
実
際
、
そ
の
革
新
的
な
主
張
は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
発
表
会
に
お

い
て
す
ら
、
多
く
の
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
と
り
わ
砂
、
在
米
、
在

韓
を
問
わ
ず
、
韓
国
人
研
究
者
の
間
に
は
激
し
い
反
発
が
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
「
好
著
」
で
あ
る
本
書
の
内
容
を
以
下
に
お
い
て
、
簡
単
に
み

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

本
警
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
現
代
韓
国
に
お
け
る
民

族
資
本
家
の
起
源
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
萌
芽
を
植
民

地
時
代
の
京
紡
と
い
う
両
班
企
業
に
例
を
と
り
、
実
証
し
て
い
く
と
い

う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
、
一
体
、
エ
カ
ッ
ト
は
、
日
本

の
支
配
が
、
伝
統
的
朝
鮮
社
会
に
与
え
た
影
響
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
に
ゆ
え
多
く
の
挑
戦
を
う
け
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
以
下
の
要
約
に
見
い
だ
す
こ
と

三
五
回

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
占
領
下
の
朝
鮮
は
、
「
植
民
地
」

と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
の
発
展
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
日
本
の
植
民
地
経
営
は
、
そ
の
産
業
発
展
に
積
極
的
に
参
加
す

る
相
当
数
の
朝
鮮
人
を
排
除
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の

帝
国
主
義
支
配
は
、
朝
鮮
の
資
本
主
義
発
展
へ
の
最
初
の
大
き
な
は
ず

み
を
与
え
た
の
で
あ
る
(
五
頁
)
。

さ
て
、
こ
の
議
論
を
導
く
た
め
に
は
、
当
然
と
し
て
、
李
朝
鮮
末
期

の
経
済
社
会
の
評
価
が
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
北
朝
鮮
、

韓
国
の
学
者
は
、
植
民
地
時
代
に
資
本
主
義
の
萌
芽
を
み
る
の
で
は
な

く
、
軌
を
一
に
し
て
、
李
朝
鮮
に
ま
で
遡
り
、
そ
う
し
た
萌
芽
の
発
展

契
機
を
す
べ
て
収
奪
し
た
の
が
日
本
統
治
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
エ
カ
ッ
ト
は
、
李
朝
期
の
経
済
社
会
は
、
こ
れ

ら
の
学
者
の
述
べ
る
ほ
ど
に
は
、
資
本
主
義
に
向
け
て
の
発
展
は
な

か
っ
た
と
し
て
退
け
る
の
で
あ
る
(
三
頁
)
。
換
一
一
一
一
周
す
れ
ば
、
李
朝
社
会

は
、
近
代
化
に
つ
な
が
る
、
い
か
な
る
技
術
を
も
生
み
だ
し
は
し
な
か
っ

た
し
、
そ
れ
故
、
経
済
構
造
の
変
化
を
経
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
、
産
業
の
高
度
化
に
向
け
て
の

内
的
な
変
化
は
な
く
、
本
質
的
に
は
、
極
め
て
静
的
な
社
会
で
あ
っ
た

と
断
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
黍
直
的
と
も
い

え
る
構
造
変
化
を
伴
わ
な
か
っ
た
李
朝
の
経
済
社
会
は
、
市
場
と
い
う

水
平
的
な
視
座
か
ら
し
で
も
、
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。
「
市
場
と
い
う
側
面
か
ら
み
て
も
、
夜
業
化
に
向
け
て
の
幾
ば
く
か



の
領
向
は
み
ら
れ
る
が
、
伝
統
的
李
朝
鮮
社
会
に
は
、
持
続
的
か
つ
実

質
的
な
資
本
蓄
積
に
と
っ
て
の
基
本
的
前
提
、
つ
ま
り
大
規
模
な
拡
張

的
市
場
が
欠
落
し
て
い
た
。
L

(

七
糞
)
と
い
う
記
述
が
、
ま
さ
に
こ
れ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
技
術
革
新
を
伴
う
産
業
構
造
の
変
化
と
、
商

業
化
の
加
速
に
よ
る
拡
張
的
市
場
の
欠
如
が
、
李
朝
経
済
社
会
の
特
質

で
あ
り
、
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ
欠
い
た
社
会
を
、
初
め
て
活
発
な
国

際
的
市
場
に
引
き
ず
り
込
ん
だ
の
が
、
帝
国
主
義
の
イ
ン
パ
ク
ト
で

あ
っ
た
と
捉
え
直
す
の
で
あ
る
。
も
は
や
こ
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
現
代
韓
国
の
民
族
資
本
家
の
起
源
を
、
李
朝
に
は
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
の
が
、
エ
カ
ッ
ト
の
議
論
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
で

は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
成
長
し
た
の
か
と
い
う
こ
と

が
、
次
に
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
論
か
ら
一
一
一
一
向
う
と
、
こ
の
よ
う
な
静
態
的
な
朝
鮮
社
会
に
深
く
根
付

い
て
い
た
伝
統
的
な
地
主
階
級
が
、
現
代
韓
国
の
民
族
資
本
の
起
源
を

な
す
の
で
あ
り
(
一
五
頁
て
こ
の
階
級
の
成
長
過
穏
が
、
日
本
国
内
に

お
け
る
日
本
経
済
の
構
造
変
化
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
八
九

0
年
代
に
始
ま
る
農
業
か
ら
製
造
業
へ
の
産
業
構
造

の
変
化
に
由
来
す
る
。
後
発
資
本
主
義
国
家
で
あ
る
日
本
の
製
造
業
は

輸
出
市
場
そ
、
ま
た
成
長
の
著
し
い
近
代
都
市
は
、
そ
の
労
働
力
で
あ

る
農
村
か
ら
の
移
入
者
を
養
う
米
を
必
要
と
し
て
い
た
(
九
l
一
O

頁
)
。
こ
う
し
た
臼
本
経
済
の
構
造
変
化
に
と
も
な
い
、
韓
国
の
経
済
的

位
置
づ
け
も
、
臼
本
製
品
に
と
っ
て
の
輸
出
市
場
と
穀
倉
と
い
う
ふ
う

に
、
自
ず
と
変
わ
り
、
企
業
家
精
神
に
と
む
韓
関
人
に
、
資
本
蓄
積
の

基
礎
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
一
頁
)
。
事
実
、
こ
の

機
会
を
い
か
し
た
伝
統
的
な
地
主
階
級
が
、
民
族
資
本
家
の
核
へ
と
成

長
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
一
九
O
五
年
に
日
本
政
府
が
、
外
米
に
対
し

て
課
し
た
一
五
%
の
関
税
が
、
そ
の
地
主
階
級
の
経
済
的
繁
栄
に
は
大

き
な
影
響
は
な
か
っ
た
こ
六
貰
)
と
し
、
こ
の
ク
ラ
ス
が
、
引
き
続

き
、
脱
落
す
る
こ
と
な
く
成
長
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
韓
国
の
産
業
資
本
家
の
ほ
と
ん
ど

は
、
小
作
人
や
農
村
、
都
会
の
労
働
者
と
い
う
層
を
も
含
め
た
社
会
全

体
か
ら
で
は
な
く
、
産
業
化
以
前
の
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ス
か
ら
リ
ク
ル
ー

ト
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
(
一
五
頁
)
、
近
代
日
本
に
お

け
る
ア
ッ
パ
ー
・
モ

i
ピ
リ
テ
ィ
!
と
比
べ
る
と
、
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
。こ

の
地
主
階
級
の
民
族
資
本
家
へ
の
進
化
は
、
韓
国
の
経
済
構
造
の

変
化
と
対
を
な
し
て
い
た
。
一
八
八
五
年
、
農
業
は
、
純
国
民
総
生
産

の
お
よ
そ
四
五
%
を
占
め
、
工
業
は
、
わ
ず
か
に
一
五
%
程
度
で
あ
っ

た
(
三
六
頁
)
。
し
か
し
、
一
九
一
O
年
に
は
、
農
業
は
三
二
・
五
%
に

低
下
し
、
工
業
は
二
六
・
O
%
へ
と
上
昇
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た

変
化
は
、
臼
本
人
の
資
本
参
加
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
、
一
九
一
一

年
ま
で
に
、
韓
国
企
業
の
総
拠
出
資
本
の
五
O
%
以
上
は
、
日
韓
合
弁

企
業
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
こ
四
頁
)
。
一
九
一

0
年
代
の
後

半
、
と
り
わ
け
一
九
一
九
年
を
、
現
代
韓
国
史
に
お
け
る
分
水
嶺
で
あ
っ
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た
と
、
エ
カ
ッ
ト
は
見
な
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
理
由
の

中
で
、
一
九
一
九
年
以
前
に
、
相
当
の
資
本
を
蓄
積
し
た
商
人
や
地
主

が
、
日
本
人
と
協
同
す
る
近
化
工
業
に
参
加
す
る
こ
と
に
重
大
な
関
心

を
持
ち
始
め
た
こ
と
が
あ
る
(
二
七
頁
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
階
級

は
、
少
な
く
と
も
最
初
は
、
こ
う
し
た
工
業
発
展
を
朝
鮮
の
日
本
に
対

す
る
政
治
、
経
済
的
従
属
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
と
エ
カ
ッ
ト
は
論
じ

て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
朝
鮮
の
上
流
社
会
は
、
伝
統
と
し
て
、

基
本
的
に
は
、
日
本
を
近
代
化
の
成
功
者
、
啓
蒙
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

認
め
て
い
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
(
一
ニ
ニ
頁
)
。

こ
こ
で
は
、
階
級
と
そ
の
階
級
の
社
会
意
識
に
つ
い
て
呂
田
同
及
さ
れ
て

い
る
訳
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
『
プ
ル
ュ

1
メ
i
ル
四
日
』
を
意
識

し
た
展
開
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
興
味
深
い
。
引
き
続
き
著
者
は
、

一九一ニ

0
年
代
の
後
半
に
至
る
ま
で
も
、
日
本
と
結
託
す
る
新
興
産
業

家
で
あ
る
と
と
も
に
、
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
と
も
可
能
で
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
(
三
二
頁
)
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
韓
国
の
民
族
資
本

家
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
的
包
標
に
組
み
込
ま
れ
た
成
長
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
韓
国
社
会
に
お
け
る
階
級
分
断
と
紛
争
を
加
速
さ

せ
、
つ
い
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
統
一
的
運
動
を
破
壊
に
導
い
た
と

し
て
い
る
(
四
七
|
四
八
頁
)
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
は
、
韓
国
の
プ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
が
、
主
観
的
に
自
分
自
身
を
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
と
信
じ

よ
う
が
、
貿
弁
資
本
家
と
見
な
そ
う
が
、
韓
国
の
工
業
化
そ
れ
自
体
が
、

最
初
か
ら
日
本
の
大
陸
に
お
け
る
経
済
聞
の
拡
張
と
い
っ
た
帝
国
主
義

五
六

的
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一

O
O
%完
壁
な
資
本
主
義
者
で
な
け
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
モ

ラ
ル
面
で
の
相
克
に
直
面
す
る
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
(
四
五
頁
)
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
韓
国
経
済
は
、
一
九
三

0
年
代
後
半
以
降
、
実

質
的
に
成
長
し
た
。
成
長
の
過
程
で
、
政
府
と
企
業
の
関
係
は
、
金
融

チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
た
。
資
金
は
、
実
質
的
に
コ
一
種
類
一
の

方
法
で
、
す
な
わ
ち
、
株
式
の
一
般
売
却
、
補
助
金
、
銀
行
貸
付
に
よ

り
産
業
界
に
供
給
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
方
法
で
あ
れ
、

総
督
府
が
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
関
わ
っ
た
。
よ
り
効
率
的
な
経
済

発
展
と
、
政
治
目
的
に
よ
り
、
日
本
は
と
り
わ
げ
一
九
一
九
年
以
降
韓

国
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
リ
ー
ト
を
育
て
よ
う
と
し
た
。
階
級
聞
の
利
益
を

分
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
統
一
的
な
国
民
的
運
動
を
弱
体
化
さ
せ
よ
う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
勃
発
以
降
、
韓
国
の

位
置
づ
け
は
、
大
陸
に
お
け
る
箪
事
上
の
産
業
供
給
基
地
へ
と
変
わ
っ

て
い
っ
た
(
一
一
六
頁
)
。
戦
中
期
に
は
、
産
業
界
は
国
家
利
益
に
奉
仕

し
、
同
時
に
企
業
の
拡
大
と
利
益
と
を
請
げ
あ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
京

紡
は
、
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で

に
、
京
紡
は
、
そ
れ
ま
で
の
こ
一
年
間
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
利

益
を
あ
げ
た
ご
二
二
頁
)
。
植
民
地
時
代
に
お
い
て
、
戦
争
期
ほ
ど
活

発
な
取
引
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
繁
栄
を
享
受
し
た
民
族
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ィ

l
は
、
一
方
、

一
九
四
五
年
ま
で
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
経
済
的
基
盤
に
お
い
て
、



社
会
と
の
ク
ラ
ス
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
起
こ
す
よ
う
に
な
る
こ
九

O

頁
)
。
こ
う
し
た
、
社
会
意
識
と
現
実
的
な
経
済
利
益
の
対
立
が
続
く
さ

な
か
、
独
裁
に
よ
る
統
治
が
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ィ

1
の
資
本
蓄
積
に
と
っ

て
、
心
地
よ
い
政
治
様
式
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
不
可
欠
の
政
治
的

前
提
で
あ
っ
た
と
結
ん
で
い
る
(
二
五
八
頁
)
。

こ
の
結
論
は
、
開
発
経
済
学
者
が
「
開
発
独
裁
」
と
称
し
た
政
治
様

式
の
起
源
を
説
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
パ
リ
ン
ト
ン
・

ム
i
ア
が
『
独
裁
と
民
主
政
治
の
社
会
的
起
源
』
の
中
で
展
開
し
た
理

論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
見
事
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
の
ジ
ャ
ン
ル
に

お
い
て
も
、
こ
う
し
た
政
治
経
済
学
の
理
論
の
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
、
続
み
応
え
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
米
国
学
界
、
あ
る

い
は
学
者
相
互
間
の
ブ
ラ
ン
ク
な
交
流
、
大
学
院
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
充
実
、
そ
し
て
、
自
然
、
社
会
科
学
の
い
ず
れ
を
も
問
わ
ず
、
現

象
を
理
論
モ
デ
ル
と
の
対
話
を
通
し
て
認
識
し
て
ゆ
く
と
い
う
西
洋
の

知
的
態
度
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
韓
国
と
い
う
特
定

の
国
家
の
、
主
権
の
侵
さ
れ
た
特
殊
な
時
代
を
扱
い
つ
つ
も
、
多
く
の

今
日
的
、
か
っ
地
域
の
広
が
り
を
許
す
、
普
遍
的
な
論
点
を
内
包
し
て

い
る
の
も
、
そ
う
し
た
「
特
殊
」
を
扱
い
つ
つ
も
、
「
普
遍
L

を
忘
れ
な

い
と
い
う
姿
勢
、
あ
る
い
は
「
理
論
」
へ
の
沈
潜
の
た
ま
も
の
な
の
か

も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
三
世
界
の
研
究
に
お
け
る
複
眼

的
思
考
の
重
要
性
を
、
い
ま
い
ち
ど
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
出
来
映
え
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
に
本
書
の
、
い
わ
ば
副
旋
律
を
奏
で
て
い
る
テ

l
て

す
な
わ
ち
民
族
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
エ

カ
ッ
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
私
見
を
加
え
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

エ
カ
ッ
ト
の
議
論
は
、
金
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
み
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

基
準
を
満
た
さ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ

リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
神
話
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
傾
い
て

い
る
。
実
際
、
た
と
え
帝
国
主
義
と
い
う
名
の
も
と
に
お
い
て
も
、
経

済
が
世
界
市
場
と
結
び
つ
り
ら
れ
る
と
、
理
念
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ヤ

ピ
タ
リ
ズ
ム
の
存
在
を
許
す
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
は
統
合
さ
れ
た
経
済
が
、
資
本
主
義
の
戦
場
と
化
し
、

つ
い
に
は
支
配
と
従
属
、
あ
る
い
は
核
と
周
辺
と
い
う
構
造
に
導
か
れ

る
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
単
純
化
さ
れ
た
見
方
で

あ
り
、
マ
ル
ク
ス
び
い
き
の
経
済
学
者
は
、
い
く
ら
か
の
共
感
を
示
す

か
も
知
れ
な
い
が
、
明
ら
か
に
新
古
典
派
経
済
学
者
は
、
納
得
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
解
釈
に
は
、
た
と
え
夜
倒
的
な
経

済
に
従
属
し
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
の
経
済
そ
の
も
の
が
作
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
範
囲
ゃ
、
与
え
ら
れ
た
要
素
内
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

そ
れ
自
身
の
持
つ
最
適
化
に
向
け
て
の
自
立
的
動
き
の
可
能
性
を
完
全

に
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
の
例
に
戻
れ
ば
、
韓
国
の
初
期
資
本
は
、

た
と
え
ば
、
地
主
の
課
し
た
地
代
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
た
が
、
必
ず
し

も
そ
れ
自
身
の
成
長
は
見
ら
れ
ず
、
日
本
占
領
以
前
は
、
韓
国
の
産
業

輩
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人
を
育
て
は
し
な
か
っ
た
り
こ
の
こ
と
は
、
資
本
の
供
給
と
産
業
界
の

需
要
を
結
び
つ
け
る
有
効
な
金
融
機
関
の
欠
如
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ

り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
投
資
概
念
の
欠
落
は
、
季
朝
儒
教

社
会
の
帰
結
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
際
的
に
結
び
つ
い
た
経
済

下
に
お
い
て
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
資
本
が
行
き
交
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

ま
す
ま
す
民
族
資
本
の
特
定
は
難
し
く
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
リ
ズ
ム
の
概
念
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
敷
街
さ
れ
る
こ
と
は
、
経
済
が
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
を
志
向
し
な

い
限
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
は
、
現
実
に
は
存
在
し
得

な
い
と
言
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
逆
に
、
も
し
経
済
が
ア
ウ
タ
ル

キ
ー
を
志
向
し
て
も
、
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
は
、
現
実
に
は
資
本
主
義
と
は

共
存
し
得
な
い
の
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
シ
ィ
ア
リ
ズ
ム
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
例
と
し
て
は
、
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
七
七
年
ま
で
の
中
国
経
済

が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ

ム
と
は
、
頭
脳
の
産
物
で
あ
り
、
概
念
そ
の
も
の
が
神
話
で
あ
る
と
い

う
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
い
る
の
で
あ

る。
本
警
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
際
史
学
部
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
が

べ
l
ス
と
な
っ
て
い
る
が
、
エ
カ
ッ
ト
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
ジ
ェ

1

ム
ス
・
パ
レ
教
授
の
彼
へ
の
忠
告
は
、
今
も
私
の
胸
に
残
っ
て
い
る
。

「
深
く
現
地
に
潜
行
せ
よ
。
し
か
し
、
ア
ン
テ
ナ
は
高
く
張
っ
て
お
く

五
八

よ
う
に
。
」
西
日
の
さ
す
ト
ム
ソ
ン
・
ホ

i
ル
の
一
室
で
、
厳
し
く
指
導

を
受
け
た
学
生
の
研
究
成
果
を
一
番
喜
ん
で
い
る
の
は
パ
レ
教
授
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
社
会
科
学
研
究
科
五
年
生
、
指
導
教
官

進
藤
栄
一
一
教
授
)


