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ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
歴
史
学
的
人
間
学）

1
（

遠
　
　
藤
　
　
健
　
　
樹

1
．
は
じ
め
に

　

歴
史
学
者
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
（R

einhart K
oselleck 1923

-2006

）
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
研
究
に
お
い
て
「
概
念
史
（B

egriffsge-

schichte

）」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
大
部
の
事
典
『
歴
史
的
基
本
概
念
（G

eschichtliche G
rundbegriffe

）』
を
編
集
し
た
こ
と
で
記
憶

さ
れ
る
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
残
し
た
仕
事
は
、
い
ず
れ
も
学
際
的
な
性
格
を
色
濃
く
持
つ
も
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
刺
激
を
与
え
た
。
と
り

わ
け
、
そ
の
歴
史
理
論
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
学
派
の
哲
学
者
、
具
体
的
に
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
師
事
し
て
い
た
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
や

カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
哲
学
研
究
者
の
目
に
も
魅
力
的
な
も
の
に
映
る
。
本
稿
で
は
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク

の
歴
史
理
論
に
認
め
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
学
派
の
影
響
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
作
業
に
と
っ
て
さ
し
あ
た
り
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
よ
る
八
五
年
の
講
演
が
も
と
に
な
っ
た
論
文
「
歴
史
学
と
解
釈
学）

2
（

」
で
あ

る
。
ガ
ダ
マ
ー
八
五
歳
の
誕
生
日
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
講
演
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
と
歴
史
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
拡
張
し
、コ
ゼ
レ
ッ

ク
自
身
の
歴
史
理
論
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
歴
史
理
論
、
す
な
わ
ち
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
い
う
「
歴
史
学
的
人

間
学
（historische A

nthropologie

）」
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
解
釈
学
的
な
歴
史
学
理
解
を
退
け
る
も
の

と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
認
め
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
学
派
の
影
響
を
整
理
す
る
た
め
に
は
、歴
史
学
的
人
間
学
が
、レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
と
ガ
ダ
マ
ー
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る）

3
（

。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
講
演
の
な
か
で
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重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
「
対
立
対
（O

ppositionspaar

）」
と
い
う
観
念
に
着
目
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
対
立
対
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
「
対

立
概
念
（G

egenbegriffe

）」
や
「
非
対
称
的
対
立
概
念
（asym

m
etrische G

egenbegriffe

）」
と
い
っ
た
観
念
を
こ
そ
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ

ト
か
ら
引
き
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
対
立
対
の
哲
学
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
ガ
ダ
マ
ー
と
争
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
論
文
「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
を
検
討
し
、
対
立
対
の
成
立
に
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
た
か
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た

い
（
第
二
節
）。
つ
い
で
、
対
立
対
の
哲
学
的
性
格
に
関
し
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
ガ
ダ
マ
ー
流
の
解
釈
学
か
ら
ど
の
よ
う
に
距
離
を
と
っ
た
か
確
認
す
る
。

そ
の
際
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
八
七
年
の
論
文
「
歴
史
学
と
言
語）

4
（

」
に
触
れ
、
そ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
が
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
示
し
た
疑
念
に
つ
い
て
確
認
す
る
（
第

三
節
）。
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
く
と
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
く
だ
ん
の
対
立
対
を
非
言
語
的
な
も
の
と
考
え
た
が
、
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
う
し
た
想
定
に
疑
念
を

抱
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
対
立
対
に
お
け
る
非
言
語
性
と
は
な
に
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
最
後
に
七
五
年
の
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の

論
文
「
非
対
称
的
な
対
立
概
念
と
い
う
歴
史
学
的
│
政
治
的
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
つ
い
て
」（
以
下
、「
対
立
概
念
」
と
略
記
）
を
検
討
し
、
対
立
対
と
密
接

な
関
わ
り
の
あ
る
対
立
概
念
お
よ
び
非
対
称
的
対
立
概
念
の
性
格
に
つ
い
て
確
認
す
る
（
第
四
節
）。

2
．「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
に
お
け
る
対
立
対

　

ま
ず
は
論
文
「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
第
一
部
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
。

　

コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
第
一
部
の
冒
頭
で
、
望
ま
し
い
歴
史
学
の
理
論
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
有
効
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
試
み
ら
れ
た
現
存
在
分
析
か
ら
は
、
現
存
在
に
認
め
ら
れ
る
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit

）

を
解
明
す
る
た
め
の
議
論
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
出
来
事
の
存
立
要
件
と
、
歴
史
的
出
来
事
の
理
解
を
任

務
と
す
る
歴
史
学
の
成
立
要
件
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（ZS, 99
）。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
主
張
に
一

定
の
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
事
実
的
な
諸
歴
史
（G

eschichten

）」
が
可
能
と
な
る
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、（
ハ

イ
デ
ガ
ー
自
身
の
考
え
に
は
反
す
る
も
の
の
）
現
存
在
分
析
は
「
人
間
学
的
に
」
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
コ
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ゼ
レ
ッ
ク
か
ら
す
る
と
、
事
実
的
な
諸
歴
史
は
「
間
人
間
的
（zw

ischenm
enschlich

）」
な
も
の
、
複
数
の
人
間
の
相
互
関
係
か
ら
な
り
た
つ
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
は
あ
く
ま
で
た
だ
ひ
と
り
の
現
存
在
に
お
け
る
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
存
在
に
お
け
る
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
導
入
し
た
「
被
投
性
」
と
「
死
へ
の
先
駆
」
と
い
う
二
つ
の

概
念
は
、
複
数
の
人
間
の
相
互
関
係
を
適
切
に
掬
い
上
げ
る
た
め
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
有
限
性
の
経
験
に
お
け
る
時
間
的
地
平
を
よ
り
先
鋭
化
し
、
い
ず

れ
に
せ
よ
別
の
か
た
ち
で
も
規
定
す
る
さ
ら
な
る
対
立
対
」
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
事
実
的
な
諸
歴
史
に
お
い
て
は
、「
ひ

と
り
の
『
実
存
』
に
は
還
元
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
独
特
の
有
限
性
を
含
み
こ
ん
だ
差
異
の
規
定
（D

ifferenzbestim
m

ungen

）
が
問
題
と
な
る
」
た
め

で
あ
る
（ZS, 101

）。

　

こ
の
よ
う
な
現
存
在
分
析
の
人
間
学
的
補
完
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

　
「
現
存
在
」
と
し
て
の
人
間
は
、
そ
の
隣
人
＝
共
同
的
人
間
（M

itm
enschen

）
―
―
こ
れ
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
主
題
で
す
が
―
―
に
対
し
て
開

か
れ
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
ま
だ
な
い
し
、同
類
と
の
闘
争
の
可
能
性
に
捕
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
の
諸
時
間
は
、

「
現
存
在
」
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
実
存
論
的
な
諸
様
相
と
は
同
一
で
は
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
引
き
出
し
う
る
も
の
で
も
な

い
の
で
す
。（ZS, 100f.

）

こ
の
引
用
の
含
意
を
正
し
く
見
て
と
る
に
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
『
隣
人
と
い
う
役
割
に
お
け
る
個
人
』（
以
下
、『
個
人
』
と
略
記）

5
（

）
で
展
開
し
た
哲
学

的
人
間
学
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
個
人
』
で
の
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
も
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
に
独
我
論
な
欠
陥
を
見
出
し
、
そ
れ
が
他
者
に
つ
い
て
適
切
に
論
じ
え
な
い
こ

と
を
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
あ
る
種
の
役
割
存
在
論
的
な
他
者
論
を
提
示
し
て
み
せ
て
い
る
。

　

要
点
の
み
確
認
す
る
と
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
な
ら
ぬ
「
人
間
的
現
存
在
（m

enschliches D
asein

）」
は
、
み
ず
か

ら
の
出
会
う
他
者
た
ち
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
他
者
た
ち
か
ら
な
る
「
共
同
世
界
（M

itw
elt

）」
を
、
さ
し
あ
た
り
は
役
割
間
の
関
係
（Verhältnis

）
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に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
者
が
ひ
と
り
の
他
者
を
「
夫
」
と
い
う
役
割
を
担
う
者
と
し
て
理
解
す
る
場

合
、
こ
の
「
夫
」
と
し
て
の
理
解
は
夫
婦
と
い
う
役
割
関
係
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
は
非
明
示
的
な
が
ら
、
対
応
す
る

「
妻
」
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
も
つ
ね
に
既
に
も
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、

「
親
」
と
「
子
」、「
軍
人
」
と
「
文
民
」、「
老
人
」
と
「
若
者
」
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
だ
か
ら
、
共
同
世
界
は
、
い
わ
ば
共
属
関

係
に
あ
っ
て
対
と
な
る
二
つ
の
役
割
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
分
節
化
さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（SS1, 66ff.

）。
も
っ
と
言
え
ば
、
あ

る
者
は
み
ず
か
ら
が
出
会
う
他
者
を
、
み
ず
か
ら
と
の
関
係
に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
と
規
定
し
、
翻
っ
て
は
み
ず
か
ら
を
も
そ
う
し
た
他
者
と
の
関
係

に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
父
」
と
「
子
」
の
役
割
関
係
を
例
に
し
て
み
る
と
、
子
は
「
父
に
対
し
て
の
子
」
と
し
て

規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
父
が
子
を
「
し
か
じ
か
の
性
格
を
持
つ
者
」
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
父
は
そ
れ
に
対
応
し
て
自
身
を
「
し
か
じ

か
の
性
格
を
持
つ
者
」
と
見
な
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
子
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
父
の
自
己
理
解
な
に
が
し
か
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

（SS1, 87f.

）。
あ
る
者
と
他
者
が
も
の
ご
と
の
理
解
に
際
し
て
と
も
に
相
互
に
規
定
さ
れ
合
う
存
在
性
格
を
持
つ
と
い
う
点
で
、人
間
的
現
存
在
で
は
「
共

同
相
互
存
在
（M

iteineandersein

）」
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
『
個
人
』
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
先
の
引
用
に
お
い
て
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
言
及
し
た
の
は
、
複
数
の
人
間
的
現
存
在
の
交
渉
か
ら
生
じ
る
「
諸
歴

史
」
を
視
野
に
収
め
る
べ
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
共
同
相
互
存
在
論
的
に
拡
張
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る）

6
（

。
こ
の
こ
と
は
、
現
存
在
分
析
を

補
完
す
る
た
め
導
入
さ
れ
た
「
さ
ら
な
る
対
立
対
」
を
確
認
す
れ
ば
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。

　

先
の
引
用
で
は
、
現
存
在
と
し
て
の
人
間
は
隣
人
と
の
闘
争
状
態
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
描
き
出
そ
う
と
す
る
歴

史
は
、
複
数
の
人
間
の
あ
い
だ
で
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
対
立
対
も
、
単

な
る
ひ
と
り
の
現
存
在
に
お
け
る
自
ら
の
死
へ
の
先
駆
と
い
う
よ
り
、
あ
る
者
と
他
者
と
の
闘
争
が
引
き
起
こ
す
暴
力
死
の
可
能
性
を
描
き
出
す
も
の
に

変
貌
し
て
い
る
。
対
立
対
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
の
は
、
次
の
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、（
1
）「
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
（Ster-

benm
üssen

）」
と
「
殺
し
う
る
こ
と
（T

ötenkönnen

）」（
お
よ
び
こ
の
二
つ
を
ま
と
め
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
殺
害
し
う
る
こ
と
（Totschlagenkönnen

）」）、

（
2
）「
友
（Freund

）」
と
「
敵
（Feind

）」、（
3
）「
内
（Innen

）」
と
「
外
（A

ußen
）」（
な
い
し
「
秘
密
（G

eheim
nis

）」
と
「
公
共
性
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（Ö
ffentlichkeit

）」）、（
4
）「
男
（M

ann

）」
と
「
女
（Frau

）」（
お
よ
び
こ
の
二
つ
を
ま
と
め
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
生
殖
性
（G

enerativität

）」）、（
5
）「
主

（H
err

）」
と
「
奴
（K

necht

）」（
な
い
し
「
上
（O

ben

）」
と
「
下
（U

nten

）」）
で
あ
る
（ZS, 101ff.

）。
見
ら
れ
る
と
お
り
、
い
ず
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

も
対
と
な
る
よ
う
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
対
は
、
あ
る
者
と
他
者
が
関
係
に
即
し
相
互
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
人
間
的
現

存
在
に
お
け
る
あ
の
二
重
性
を
、
闘
争
の
場
面
に
適
用
し
た
結
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
闘
争
に
お
い
て
人
間
は
、
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
者
と

し
て
、
ま
た
殺
し
う
る
者
と
し
て
、
相
互
規
定
的
な
存
在
可
能
を
身
に
帯
び
る
（ZS, 101ff.

）。
友
と
敵
は
、
こ
う
し
た
相
互
規
定
的
な
存
在
可
能
の
下

で
人
間
同
士
が
自
己
組
織
化
す
る
ひ
と
つ
の
様
式
に
他
な
ら
な
い
（ZS, 102ff.

）。
同
時
に
、
友
と
敵
の
対
立
は
空
間
的
な
分
離
を
、
つ
ま
り
自
己
組
織

化
と
相
互
排
除
に
よ
り
領
域
的
な
二
つ
の
行
為
単
位
を
産
み
出
す
こ
と
か
ら
、
内
部
と
外
部
と
い
う
対
立
項
も
生
じ
て
く
る
（ZS, 104ff.

）。
あ
る
い
は
、

闘
争
の
結
果
成
立
す
る
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
上
と
下
、
支
配
と
被
支
配
、
古
い
言
い
方
で
は
主
と
奴
と
い
う
対
立
項
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
べ
き

状
況
を
産
み
出
す
だ
ろ
う
（ZS, 108f.

）。

　

さ
て
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
歴
史
学
と
は
「
な
に
ゆ
え
歴
史
が
出
来
す
る
の
か
」、「
ど
の
よ
う
に
歴
史
の
出
来
は
達
成
さ
れ
う
る
の
か
」
と
い
っ

た
問
い
に
納
得
が
い
く
答
え
を
示
す
た
め
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
（ZS, 99

）。
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
に
即
し
て
こ
の
課
題

を
達
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
く
だ
ん
の
五
つ
の
対
立
対
は
、「
可
能
的
歴
史
の
諸
条
件
（B

edingungen m
öglicher G

eschichte

）」（ZS, 99

）、「
可

能
的
諸
歴
史
に
と
っ
て
の
一
種
の
超
越
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」（ZS, 103

）
と
し
て
、
研
究
の
な
か
で
解
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
形
式
的
に
表
示
す
る
基
準

と
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
対
立
対
が
「
前
言
語
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（vorsprachliche M

erkm
ale

）」（ZS, 99

）
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
対
立
対
と
は
前
言
語
的
な
も
の
を
指
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
発
想
は
、「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
を
通
し
て
一
貫
し
て

強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
に
ゆ
え
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

3
．
コ
ゼ
レ
ッ
ク
と
ガ
ダ
マ
ー
の
対
立

　

対
立
対
の
前
言
語
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
雑
駁
に
言
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
学
者
は
歴
史
的
な
こ
と
が
ら
を
明
ら
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か
に
す
る
た
め
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
史
料
テ
ク
ス
ト
に
関
わ
る
。
し
か
し
、
歴
史
学
が
解
明
す
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
い
わ
ば
字
面
の
背
後
に
控

え
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
論
文
「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
第
二
部
で
ガ
ダ
マ
ー
の
『
真
理
と
方
法
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

る
。『
真
理
と
方
法
』
第
二
部
第
二
章
第
二
節
C
で
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
精
神
諸
科
学
（
法
学
・
神
学
・
文
献
学
・
歴
史
学
）

が
比
較
さ
れ
た
上
で
、
一
見
す
る
と
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
精
神
諸
科
学
も
、
結
局
は
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
実
践
に
お
い
て
は
共
通
し
た
性
格
を

持
つ
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
（G

W
1, 330ff.

）。
と
は
い
え
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
結
論
そ
の
も
の
を
引
き
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
、

ガ
ダ
マ
ー
が
通
り
す
が
り
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
精
神
諸
科
学
間
の
違
い
の
方
に
注
目
し
て
い
る
（ZS, 114f.

）。

　

と
り
わ
け
重
視
さ
れ
た
の
は
、
歴
史
学
と
文
献
学
の
比
較
で
あ
る
。
歴
史
学
と
文
献
学
は
、
性
格
を
大
い
に
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

文
献
学
が
史
料
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
歴
史
学
は
史
料
テ
ク
ス
ト
が
「
表
現
（ausdrucken

）」

し
た
り
「
漏
ら
す
（verraten

）」
こ
と
（
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
党
派
に
属
し
て
い
た
か
と
か
、
ど
の
よ
う
な
信
念
を
抱
い
て
い
た
か
等
々
）
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（G

W
1, 341
）。「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
で
の
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
自
説
を
支
持
す
る
た
め
に
こ
の
箇
所
を
利
用
で

き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
歴
史
学
者
は
元
来
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
現
実
（W

irklichkeit

）
を
探
り
出
す
た
め
、

単
な
る
証
言
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
み
を
用
い
て
い
る
」（ZS, 116
）と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、く
だ
ん
の
対
立
対
と
い
う
前
言
語
的
な
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
、
史
料
テ
ク
ス
ト
が
漏
ら
す
背
後
の
現
実
を
指
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る）

7
（

。

　
〔
歴
史
学
で
〕
い
つ
も
問
題
だ
っ
た
の
は
、
前
言
語
的
・
言
語
外
的
構
造
（vor

- und außersprachliche Strukturen

）
に
狙
い
を
つ
け
る
諸
規

定
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
内
部
と
外
部
、
上
と
下
、
よ
り
先
と
よ
り
後
と
い
っ
た
一
般
的
な
形
式
的
規
定
、
ま
た
敵
と
友
、
生
殖
性
、
主
と
奴
、

公
共
性
と
秘
密
と
い
っ
た
具
体
的
な
形
式
的
規
定
で
い
つ
も
問
題
と
な
る
の
は
、
な
る
ほ
ど
言
語
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
こ
と
が
ら
か
ら

す
れ
ば
言
語
に
よ
る
媒
介
に
埋
没
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
、
な
に
か
独
特
な
も
の
で
あ
る
存
在
様
式
に
狙
い
を
つ
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
規
定

だ
っ
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
問
題
と
な
る
の
は
、
理
解
と
か
概
念
把
握
と
い
っ
た
も
の
を
は
じ
め
て
引
き
起
こ
す
よ
う
な
、
可
能
的
諸
歴
史
に
お
け
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る
存
在
様
式
に
狙
い
を
つ
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
す
。（ZS, 112

）

　

こ
の
よ
う
な
主
張
を
踏
ま
え
つ
つ
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
引
き
続
い
て
歴
史
学
を
解
釈
学
か
ら
峻
別
し
よ
う
と
す
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、解
釈
学
は
あ
た
か
も
あ
る
出
来
事
に
反
応
す
る
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
が
、こ
の
出
来
事
は
歴
史
学
に
よ
っ

て
理
論
的
に
あ
ら
か
じ
め
見
積
も
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
単
純
化
し
て
言
う
と
、
歴
史
学
が
行
為
連
関
を
、
つ
ま
り
言
語
外
の
領

域
に
あ
る
有
限
性
の
諸
形
式
に
注
意
を
促
す
一
方
で
、
解
釈
学
は
〔
行
為
連
関
や
有
限
性
の
諸
形
式
〕
の
理
解
に
注
意
を
促
す
の
で
す
。（ZS, 

11

）
8
（2

）

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
史
料
テ
ク
ス
ト
の
漏
ら
す
前
言
語
的
な
行
為
連
関
を
解
明
す
る
も
の
こ
そ
歴
史
学
で
あ
り
、
行
為
連
関
に
つ
い
て
の
理
解
を
彫
琢
す

る
も
の
こ
そ
解
釈
学
で
あ
る
、
と
い
う
区
別
が
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
歴
史
学
と
解
釈
学
の
絡
ま
り
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
な
留
保
を
付
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
理
解
し
、
歴
史
記
述
を
な
そ
う
と
す
る
「
み
す
ぼ
ら
し
い
歴
史
家
」
は
、
伝
承
の
流
れ
の
ほ
と
り
に
佇
ん
で
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
論

者
（
プ
ラ
ト
ン
か
ら
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ま
で
の
論
者
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
）
が
現
実
を
理
解
す
る
べ
く
書
い
た
理
論
的
テ
ク
ス
ト
が
流
れ
て
く
れ

ば
、
そ
れ
を
拾
い
上
げ
て
流
用
す
る
。
こ
の
場
合
、
歴
史
家
は
言
葉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
理
論
的
テ
ク
ス
ト
を
整
合
的
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

限
り
で
は
解
釈
学
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
（ZS, 112

）。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
歴
史
学
的
人
間
学
で
用
い
る
「
友
と
敵
」

や
「
主
と
奴
」
と
い
っ
た
対
立
対
を
、
過
去
の
思
想
家
が
こ
と
が
ら
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
て
い
た
も
の
か
ら
受
け
継
い
だ
（
前
者
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、

後
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
）。
そ
の
た
め
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
、
本
人
曰
く
「
ピ
ン
ボ
ケ
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
「
歴
史
学
の
言
語
的
な
生
成
」（ZS, 112

）
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
、
歴
史
学
は
ま
た
し
て
も
解
釈
学
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
。
コ

ゼ
レ
ッ
ク
は
、
解
釈
学
が
言
葉
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
一
般
に
関
わ
る
限
り
に
お
い
て
、
歴
史
学
を
も
み
ず
か
ら
の
一
分
枝
に
し
か
ね
な
い
こ
と
を
懸
念
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し
て
い
た
（「
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
暗
黙
裏
に
、
部
分
的
に
は
公
然
と
、
歴
史
学
を
包
摂
す
る
と
い
う
要
求
を
含
ん
で
い
る
」（ZS, 98

））。
結
局
の
と

こ
ろ
、
歴
史
学
の
言
語
的
な
生
成
に
つ
い
て
言
及
は
、
歴
史
学
が
前
言
語
的
な
行
為
連
関
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
そ
の
も
の
を

退
け
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
学
を
解
釈
学
か
ら
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
方
が
堅
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
考
え
に
対
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
論
文
「
歴
史
学
と
言
語
」
で
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。
ま
ず
ガ
ダ
マ
ー
は
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
歴
史

理
論
が
「
対
象
世
界
と
そ
の
認
識
（G

egenstandw
elt und ihrer E

rkenntnis

）」（G
W

10, 327

）
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
温
存
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
た
の
は
、
行
為
連
関
が
理
解
を
引
き
起
こ
す
と
す
る
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
物
言
い
に
、
理
解
か
ら
独
立
し

た
対
象
世
界
と
し
て
の
行
為
連
関
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
抱
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。「
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
『
歴
史
学
』
は
、

人
間
の
認
識
に
お
け
る
巨
大
な
対
象
領
域
を
分
節
化
す
る
と
い
う
、
普
遍
的
な
も
の
に
関
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
を
作
る
の
に
は
役
立
つ
」（G

W
10, 327

）

と
い
う
文
言
か
ら
も
、
こ
う
し
た
疑
念
が
透
け
て
見
え
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
理
解
に
つ
い
て
の
議
論
を
受
け
継
い
だ
ガ
ダ
マ
ー
か
ら
す
る
と
、

現
存
在
は
理
解
し
つ
つ
交
渉
す
る
こ
と
で
世
界
そ
の
も
の
を
開
示
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
交
渉
に
は
、
行
為
を
通
じ
た
ひ
と
や
も
の
と
の
交
渉
も
当

然
含
ま
れ
る
。
加
え
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、実
は
理
解
そ
の
も
の
が
言
語
に
よ
る
媒
介
を
経
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、理
解
を
含
み
こ
ん
で
い
る
は
ず
の
行
為
連
関
が
前
言
語
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
不
可
解
で
あ
っ
た
し
、そ
う
し
た
前
言
語
的
な
対
象
を
言
葉
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
理
論
的
テ
ク
ス
ト
が
あ
ら
た
め
て
把
握
す
る
と
い
う
の
で
は
、
言
語
を
な
に
か
別
の
対
象
を
指
示
す
る
た
め
に
主
体
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る

道
具
と
捉
え
か
ね
ず
（V

gl. G
W

1, 416ff.

）、
不
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

理
解
と
い
う
課
題
は
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
や
人
間
の
創
造
行
為
に
お
け
る
基
礎
的
な
存
在
制
約
の
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。
解
釈
学

が
中
心
に
据
え
て
い
る
言
語
性
と
は
、
単
に
テ
ク
ス
ト
の
言
語
性
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
や
創
作
に
と
っ
て

基
礎
的
な
存
在
制
約
な
の
で
あ
る
。（G

W
10, 328

）

　

以
上
の
よ
う
な
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
コ
ゼ
レ
ッ
ク
へ
の
疑
念
の
う
ち
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
お
け
る
言
語
観
の
狭
隘
さ
を
指
摘
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
当
を
得
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た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
行
為
連
関
が
対
象
世
界
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
納
得
が
い
か
な
い
。
す
で
に
確
認
し

た
よ
う
に
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
対
立
対
が
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共
同
相
互
存
在
論
か
ら
読
み
解
き
う
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
世
界
な
い
し
共
同
世
界
に
関

す
る
理
解
の
分
節
化
様
式
を
表
す
も
の
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
歴
史
学
的
人
間
学
に
お
い
て
対
立
対
は

正
確
に
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
前
言
語
性
と
は
そ
も
そ
も
な
に
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

4
．
非
対
称
的
な
対
立
概
念）

9
（

　

以
下
で
は
、
対
立
対
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
対
立
概
念
な
い
し
非
対
称
的
対
立
概
念
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
論
文
「
対
立
概
念
」
の

「
方
法
論
的
序
文
」
冒
頭
で
、お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、人
間
が
「
自
分
自
身
に
与
え
る
呼
称
（Selbstbezeichnung

）」
と
「
他

者
に
与
え
る
呼
称
（Frem

dbezeichnung

）」
で
は
「
あ
る
人
格
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
、
あ
る
人
格
が
他
の
人
格
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
関
連
性

（B
eziehung

）
が
分
節
化
さ
れ
て
い
る
」。
こ
の
二
つ
の
対
に
な
る
呼
称
こ
そ
、
対
立
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
（V

Z, 211

）。
こ
こ
で
は
「
関
連
性
」
と

い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
、
自
己
呼
称
と
他
者
呼
称
か
ら
な
る
対
立
概
念
が
関
係
（Verhältnis

）
に
即
し
た
相
互
共
属
性

を
示
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
人
間
的
現
存
在
間
の
共
同
相
互
存
在
的
性
格
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
あ
ろ
う）

10
（

。
そ
の
上
で
、
重
ね
て
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
の
は
、
対
立
概
念
こ
そ
史
料
テ
ク
ス
ト
に
読
み
と
ら
れ
る
具
体
的
な
言
語
表
現
で
あ

る
が
、
歴
史
家
は
研
究
に
際
し
て
こ
う
し
た
言
語
表
現
を
真
に
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
歴
史
家
は
な
ん
ら
か
の
政
治
的
行

為
単
位
の
運
動
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
際
、
史
料
テ
ク
ス
ト
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
行
為
単
位
の
用
い
た
自
己
呼
称
と
他
者
呼
称
を
手
が
か
り
に
す

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
に
な
る
。

　

こ
の
歴
史
的
運
動
へ
の
参
加
者
は
対
立
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
は
じ
め
て
歴
史
的
運
動
を
経
験
し
た
り
概
念
化
し
た
り
す
る
が
、
歴
史
的
運
動
が
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こ
う
し
た
対
立
概
念
に
よ
っ
て
十
分
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
勝
者
の
歴
史

を
書
き
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
一
時
的
に
突
出
し
た
勝
者
の
歴
史
の
役
割
は
、
敗
者
の
否
定
を
通
じ
て
様
式
化
さ
れ
る
の
を
常
と

す
る
も
の
で
あ
る
。（V

Z, 214

）

論
文
「
対
立
概
念
」
で
は
、
言
語
表
現
に
関
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
残
存
す
る
一
般
的
な
概
念
は
そ
れ
を
勝
ち
抜
い
た
も
の
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
論
文
「
歴
史
学
と
解
釈
学
」
と
同
様
に
、
史
料
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
が
漏
ら
す
も
の
と
の
区
別
、
言
語
的
な
も
の
と
前
言
語
的

な
も
の
の
区
別
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
前
言
語
性
は
端
的
に
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
を
通
じ
た
世
界
に
つ
い
て
の
理
解
の
水
路
づ
け
を
指
す
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ゼ
レ
ッ
ク
か
ら
す
る
と
、
歴
史
家
が
積
極
的
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
水
路
づ
け
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
手
掛
か
り
と
な
る

の
が
、
呼
称
を
用
い
る
者
同
士
の
「
相
互
承
認
（gegenseitige A

nerkennung

）」
と
そ
の
欠
如
の
問
題
で
あ
っ
た
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
あ
る
呼

称
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
自
己
と
他
者
の
双
方
が
合
意
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
者
に
対
し
て
一
方
的
に
侮
蔑
的
な
呼
称
が
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ

る
。
前
者
で
は
、「
相
互
に
承
認
さ
れ
た
名
称
（gegenseitig anerkannte N

am
en

）」
が
口
に
さ
れ
る
が
、
後
者
で
は
こ
う
し
た
相
互
承
認
の
欠
如
し
た

名
称
が
口
に
さ
れ
る
と
い
う
（V

Z, 21

）
11
（1

）。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
相
互
承
認
の
欠
如
こ
そ
が
対
立
概
念
に
非
対
称
性
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
、
こ
の
非
対
称
性
は
対
立
に
つ
い
て
の
分
類
の
「
一
方
向
的
」
な
適
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
の
ケ
ー
ス
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
に
お
け
る
自
己
呼
称
と
他
者
呼
称
は
合
意
に
基
づ
く
が
、
他
方
の
ケ
ー
ス
で
は
こ
の
同
じ
人
格
に
お
け
る

自
己
呼
称
と
他
者
呼
称
は
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
ケ
ー
ス
で
は
相
互
承
認
が
言
葉
の
上
で
含
意
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
の
ケ
ー
ス
で
は
呼
称
に
軽

蔑
的
な
意
味
合
い
が
浸
透
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
相
対
し
て
い
る
者
た
ち
は
確
か
に
呼
び
か
け
ら
れ
合
っ
て
は
い
る
が
、
承
認
さ
れ
た
状
態
で
は
あ

り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
た
だ
一
方
向
的
（einseitig

）
に
の
み
適
用
で
き
、
不
等
な
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
対
立
的
分
類
が
、
こ
こ
で
は
「
非
対

称
的
」
と
呼
ば
れ
る
。（V

Z, 211

）
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非
対
称
的
対
立
概
念
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
ギ
リ
シ
ャ
人
と
野
蛮
人
（H

ellenen und B
arbaren

）」、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異
教
徒

（C
hristen und H

eiden

）」、「
人
間
と
非
人
間
（M

ensch und U
nm

ensch

）」）（ZS, 103

）
と
い
う
三
つ
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
非
対
称
的
対
立

概
念
が
相
互
承
認
を
欠
如
し
て
お
り
、
対
立
に
つ
い
て
の
分
類
の
一
方
向
的
適
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
な
の

か
。

　

こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
際
に
も
、レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
哲
学
的
人
間
学
は
よ
い
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
は
あ
る
者
と
他
者
が
も
の
ご
と
の
理
解
に
際
し
て
と
も
に
相
互
に
規
定
さ
れ
合
う
存
在
性
格
を
持
つ
こ
と
を
、
役
割
関
係
に
即
し
て
論
じ
て
い

た
。『
個
人
』
で
は
こ
の
人
間
的
現
存
在
の
相
互
共
属
性
が
、
さ
ら
に
一
種
の
対
話
論
に
ま
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
者
が
み
ず
か
ら
の

出
会
う
他
者
の
語
る
こ
と
が
ら
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
あ
る
者
は
他
者
の
語
る
こ
と
が
ら

を
、
あ
ら
か
じ
め
み
ず
か
ら
と
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
こ
と
ば
を
適
切
に
聞
き
届
け

る
た
め
に
は
、
無
私
の
立
場
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者
の
関
係
性
を
積
極
的
に
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（SS1, 88 ; 132f.

）。

と
同
時
に
、
自
己
と
他
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
自
分
の
思
い
な
し
を
固
定
化
せ
ず
、
他
者
に
よ
る
訂
正
の
余
地
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
も
強
調
さ
れ
る
。
人
間
的
現
存
在
間
の
関
係
は
、
事
物
と
事
物
の
あ
い
だ
の
関
連
性
（
た
と
え
ば
鍵
と
鍵
穴
の
関
連
性
）
と
は
違
い
、
本
来
、
双
方
が

自
律
性
を
発
揮
し
て
み
ず
か
ら
他
方
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
（SS1, 81ff.

）。
こ
の
よ
う
な
「
あ
る
者
と
他
者
と
の
無

制
約
的
な
自
律
性
を
『
承
認
す
る
運
動
』」
を
（SS1, 87

）
十
分
に
発
揮
で
き
れ
ば
、
訂
正
の
予
知
は
適
切
に
確
保
さ
れ
、
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
よ
り

よ
い
理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
こ
と
が
ら
に
対
す
る
あ
る
者
と
他
者
の
理
解
の
訂
正
可
能
性
が
確
保
さ
れ
る
の
は
、
双
方
が
自
律
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関

係
の
相
互
性
（G

egenseitigkeit

）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
限
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
者
の
自
律
性
に
対
す
る
承
認
が
毀
損
さ
れ
、
こ
と
が
ら
に
つ
い
て

の
適
切
な
理
解
が
達
成
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
る
者
の
他
者
に
対
す
る
関
わ
り
は
一
方
向
的
（einseitig

）
だ
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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一
方
向
的
な
関
係
は
、
あ
る
者
が
他
者
に
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
物
（E

tw
as

）
に
関
係
す
る
場
合
な
ら
ば
ど
こ
で
も
存
在
し
、
ま
た
そ

の
場
合
に
の
み
存
在
す
る
（SS1, 78

）。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
他
者
の
人
格
性
が
否
定
さ
れ
、
物
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
議
論
を
念
頭
に
お
い

て
、
対
立
対
の
一
方
向
的
適
用
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
と
野
蛮
人
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異
教
徒
に
せ
よ
、
人
間
と
非

人
間
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
共
同
世
界
に
つ
い
て
の
理
解
が
前
者
に
よ
っ
て
一
方
向
的
に
な
さ
れ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
後
者
に
は
は
じ
め
か
ら
訂
正
の
余

地
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
後
者
の
自
律
性
が
否
定
さ
れ
、
あ
た
か
も
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
抑
圧
的
な
事
態
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
人
間
に
お
け
る
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
に
残
酷
な
拍
車
を
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

5
．
結
論

　

本
稿
で
は
、コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
歴
史
学
的
人
間
学
に
認
め
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
学
派
の
影
響
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、コ
ゼ
レ
ッ

ク
の
歴
史
学
的
人
間
学
が
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
哲
学
的
人
間
学
に
よ
る
一
貫
し
た
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
歴
史
学
的
人

間
学
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
対
立
対
と
い
う
観
念
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
哲
学
的
人
間
学
、
も
う
少
し
限
定
す
る
と
、
そ
の
共
同
相
互
存
在
論
に
由
来
す

る
も
の
と
解
し
え
た
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
共
同
相
互
存
在
論
を
援
用
し
た
の
は
、
世
界
が
理
解
に
即
し
て
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の
分
節
化
様
式
に
お
け
る
水
路
づ
け
を
積
極
的
に
語
る
た
め
の
ツ
ー
ル
を
必
要
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、非
対
称
的
対
立
概
念
が
登
場
す
る
に
至
っ
た
原
因
を
、コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
博
士
論
文
執
筆
以
来
、密
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
影
響
に
求
め
る
論
者
も
い
る
。
こ
れ
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
無
視
で
き
な
い
所
見
で
あ
る）

12
（

。
な
る
ほ
ど
、
対
立
対
に
も

非
対
称
的
対
立
概
念
に
も
、「
友
と
敵
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
含
ま
れ
て
い
た
。
本
稿
の
整
理
が
正
し
け
れ
ば
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
由
来

の
共
同
相
互
存
在
論
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
含
ま
れ
た
相
互
承
認
論
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
友
敵
区
別
論
と
接
合
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
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の
射
程
と
意
義
を
測
る
に
は
稿
を
改
め
て
考
察
を
続
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

（
1
）　

  

本
稿
は
二
〇
一
八
年
に
行
わ
れ
た
日
本
現
象
学
・
社
会
科
学
会
第
三
五
回
大
会
で
の
発
表
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　

 R
. K

oselleck, H
istorik und H

erm
eneutik, Z

eitschichten, Suhrkam
p, 2003.　

同
著
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
はZS

と
略
記
し
、
頁
数
を
付
す
。

（
3
）　

 

コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
対
す
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
影
響
関
係
を
よ
く
意
識
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、N

. O
lsen, R

einhart K
oselleck, K

arl L
öw

ith und der G
eschichtsbegriff, 

Z
w

ischen Sprache und G
eschichte, （hg.

）C
. D

utt, R
. L

aube, W
allstein Verlag, 2013.

（
4
）　

 H
.G

. G
adam

er, H
istorik und Sprache, G

esam
m

elte W
erke 10, M

ohr Siebeck, 1995.　

ガ
ダ
マ
ー
全
集
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
はG

W

と
略
記
し
、巻
号
と
頁
数
を
付
す
。な
お
、

こ
の
論
文
は
コ
ゼ
レ
ッ
ク
のZS

に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
全
集
版
の
方
は
増
補
さ
れ
論
旨
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
引
用
す
る
。

（
5
）　

 K
. L

öw
ith, D

as Individuum
 in der R

olle der M
itm

enschen, D
rei M

asken Verlag, 1928.

（『
共
同
存
在
の
現
象
学
』、
熊
野
純
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）。
こ
の
著
作
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
指
導
の
も
の
準
備
さ
れ
た
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
教
授
資
格
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
に
際
し
て
は
全
集
版
（-, Säm

tliche Schriften1, J.B
. 

M
etzler, 1981

）
を
用
い
、SS1

と
略
記
し
て
頁
数
を
付
す
。

（
6
）　

 

オ
ル
セ
ン
は
、コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共
同
相
互
存
在
論
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
示
唆
を
具
体
的
に
論
証
し
た
。N

. 

O
lsen, R

einhart K
oselleck, K

arl L
öw

ith und der G
eschichtsbegriff, S.243f..

（
7
）　

 『
真
理
と
方
法
』
の
結
論
は
、
歴
史
学
も
文
献
学
も
、
テ
ク
ス
ト
資
料
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
ひ
と
つ
の
意
味
の
全
体
に
向
け
て
「
理
解
（verstehen

）」
し
よ
う

と
す
る
実
践
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、そ
の
意
味
で「
歴
史
学
的
理
解
は
一
種
の
大
規
模
な
文
献
学
で
あ
る
と
わ
か
る
」（G

W
1, 345

）と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。C

. D
utt

に「
歴

史
学
＝
広
義
の
文
献
学
テ
ー
ゼ
」
批
判
へ
水
を
向
け
ら
れ
た
晩
年
の
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
な
お
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
、
資
料
が
語
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
よ
り
も
よ
り
多
い
か
よ
り
少

な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
確
か
に
も
ろ
も
ろ
の
歴
史
に
お
け
る
出
来
事
の
構
造
に
当
て
は
ま
り
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
。K

oselleck, D
utt, E

rfahrene G
eschichte, U

niversität 

W
inter H

eidelberg, 2013, S.50f.

（
8
）　

 

対
立
対
が
「
前
言
語
的
・
言
語
外
的
構
造

0

0

」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。「
構
造
」
と
い
う
用
語
の
使
用
に
は
、
長
期
的
に
持
続
し
変
化
す
る
地
理
的
条
件
や

社
会
組
織
の
編
成
な
ど
に
着
目
し
て
歴
史
記
述
を
行
お
う
と
す
る
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
よ
う
な
社
会
史
（Sozialgeshcichte

）
研
究
の
影
響
で
あ
る
。

（
9
）　

 

非
対
称
的
対
立
概
念
あ
る
い
は
対
立
概
念
は
、
概
念
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
綱
領
的
な
論
文
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
（K

oselleck, R
ichtlinien für das L

exikon poli-

tisch
-sozialer B

egriffe der N
euzeit, A

rchiv für B
egriffsgeschichte 11, H

. B
ouvier u. co. Verlag, 1967, 87f.. -, Feindbegriffe, B

egriffsgeschichten, Suhrkam
p, 2010.

）。
最

初
期
の
例
は
、「
理
性
と
啓
示
、
自
由
と
専
制
、
自
然
と
文
明
、
商
業
と
戦
争
、
道
徳
と
政
治
、
退
廃
と
進
歩
、
光
と
闇
」
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
五
九
年
の
『
批
判
と
危
機
』
に

ま
で
遡
れ
る
（-, K

ritik und K
rise, Suhrkam

p, 1973, S.83.

）。
こ
の
時
期
の
対
立
概
念
に
つ
い
て
は
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
自
身
が
H
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
対
し
て
行
な
っ
た
説
明

を
参
考
に
す
べ
き
だ
ろ
う
（V

gl. G
.Im

briano, D
er B

egriff der Politik, C
am

pus, 2018, S.119ff.

）。
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ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
歴
史
学
的
人
間
学
（
遠
藤
）

（
10
）　

 
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
はB

eziehung

とVerhältnis

を
厳
密
に
分
け
て
用
い
て
い
る
。
前
者
は
事
物
間
の
か
か
わ
り
を
表
す
の
に
対
し
て
、
後
者
は
人
格
間
の
か
か
わ
り
を
表
す
も
の
で

あ
る
（SS1, 75f.

）。

（
11
）　

 

会
社
に
お
け
る
雇
用
関
係
に
基
づ
い
て
「
雇
用
主
」
と
「
被
雇
用
者
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
か
、「
搾
取
者
」
と
「
人
的
資
源
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
か
の
違
い
が

出
て
く
る
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）　

 N
. O

lsen, H
istory ind the P

lural, B
erghahn, 2014, p. 188.　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
「
フ
ー
ゴ
ー
・
プ
ロ
イ
ス
」
冒
頭
部
に
は
対
立
概
念
と
い
う
文
言
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
れ

が
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
示
唆
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る
。



52

Historical Anthropology of Reinhart Koselleck

Endo Kenju 

  This paper discusses the historical anthropology of Reinhart Koselleck.　Koselleck developed 
historical anthropology, which describes antagonistic historical events caused by the interpersonal 
relationships.　Koselleck’s historical anthropology is influenced by K. Löwith’s philosophical 
anthropology, which criticizes Heidegger’s Daseinsanalysis as being solipsistic through analyzeing 
the interrelationships of human existences.　According to Koselleck, antagonistic historical events 
can be described by the notion of “Oppositionspaar” which means some binary coding of hostile 
existential possibilities.　History is for him nothing but the study of the preliguistic structure sug-
gested through this coding.　On the other hand, H.G. Gadamer considers the nature of Oppostion-
spaar as included within linguistic activities, to understand history as a brunch of hermeneutics.　
But, what Koselleck is trying to reveal with the preliguistic characteristics of Oppoistionspaar is the 
asymmetry of interpersonal relationships as the lack of recognition, which at once distorts how to 
use language in drawing out others and accelerates the antagonism.
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