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書

評

保
城
広
至
著
『
歴
史
か
ら
理
論
を
創
造
す
る
方
法
｜
社
会
科

学
と
歴
史
学
を
統
合
す
る
｜
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
年
、

ⅷ
＋
一
八
二
頁

川
﨑
剛
著
『
社
会
科
学
と
し
て
の
日
本
外
交
研
究
｜
理
論
と

歴
史
の
統
合
を
め
ざ
し
て
｜
』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五

年
、
ⅶ
＋
三
五
三
＋
六
頁

大

賀

哲

一

は
じ
め
に

理
論
研
究
と
歴
史
研
究
の
知
見
を
統
合
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か
。
国

際
政
治
学
の
研
究
に
お
い
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
い
で
あ
る
。
国
際

政
治
学
の
知
見
を
体
系
化
す
る
理
論
研
究
と
、
同
じ
く
そ
れ
を
実
証
す

る
歴
史
研
究
は
本
来
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
萌

芽
的
な
研
究
が
始
ま
り
戦
間
期
に
制
度
的
な
輪
郭
が
形
づ
く
ら
れ
て
い

く
国
際
政
治
学
は
、
古
典
的
な
外
交
史
研
究
を
出
発
点
と
し
、
第
二
次

大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
科
学
的
方
法
論
を
駆
使
し
て
急
速
に
発
展
し
て

き
た
。
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
包
摂
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
国
際
政
治

学
に
お
い
て
、
理
論
研
究
と
歴
史
研
究
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
が

幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る１

）
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
試
み
が
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ア
プ

ロ
ー
チ
間
の
差
異
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。「
ア
メ
リ
カ
の

社
会
科
学
（A

n A
m
erica

n S
o
cia
l S
cience ２

）
）」
と
揶
揄
さ
れ
る
よ

う
に
、
国
際
政
治
学
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
科
学
（P

o
litica

l S
cien

ce

）

の
影
響
圏
で
発
展
し
て
き
た
と
い
う
側
面
が
強
い
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
歴
史
的
・
思
想
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
活
か
し
て
ア
メ
リ
カ
と
は
異

な
っ
た
国
際
政
治
学
が
構
想
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
日
本
の
国
際
政
治
学

は
日
本
外
交
史
研
究
の
強
い
磁
場
の
中
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
き
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い３

）
。
す
な
わ
ち
、
国
際
政
治
学
の
多
様
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
統
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
、
そ
の

最
た
る
も
の
が
理
論
研
究
と
歴
史
研
究
の
統
合
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
統
合
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は

論
争
で
は
な
く
、
単
な
る
分
業
、「
棲
み
分
け
」の
類
に
過
ぎ
な
か
っ
た

と
い
う
辛
辣
な
見
解
も
あ
る４

）
。

研
究
動
向
は
更
新
さ
れ
、
概
念
や
方
法
論
は
新
し
く
な
っ
て
も
依
然

と
し
て
理
論
研
究
と
歴
史
研
究
の
間
に
は
大
き
な
溝
が
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
両
者
の
断
絶
と
統
合
は
旧
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。
本
稿

の
対
象
と
す
る
二
著
作
が
「
社
会
科
学
と
歴
史
学
を
統
合
す
る
」、「
理

論
と
歴
史
の
統
合
を
め
ざ
し
て
」
な
ど
「
統
合
」
と
い
う
副
題
を
付
し
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て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
理
論

研
究
と
歴
史
研
究
の
統
合
が
志
向
さ
れ
、
他
方
で
両
者
の
棲
み
分
け
が

な
さ
れ
、
依
然
と
し
て
研
究
上
の
温
度
差
が
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
理
論
研
究
と
歴
史
研
究
の
統
合
を
企
図
す
る
二
著
作
を
検

討
し
、
そ
の
可
能
性
と
限
界
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ

る
。
近
し
い
問
題
意
識
か
ら
執
筆
さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
著
作
に
は
少

な
く
な
い
共
通
点
が
あ
る
。
詳
細
は
本
論
に
譲
る
が
、
簡
単
に
両
者
の

議
論
の
焦
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
両
者
と
も
に
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
国

際
シ
ス
テ
ム
全
体
の
説
明
を
試
み
る
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
で
は
な
く
、

特
定
の
地
域
、
時
期
、
イ
シ
ュ
ー
に
限
定
を
付
し
た
「
中
範
囲
理
論
」

に
着
目
し
て
い
る
。
一
般
化
不
可
能
な
単
一
事
例
研
究
で
も
な
く
、
射

程
の
広
す
ぎ
る
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
で
も
な
く
、
比
較
的
レ
ン
ジ
の

狭
い
複
数
事
例
研
究
に
お
い
て
、
理
論
研
究
と
歴
史
研
究
の
統
合
が
試

み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
両
著
作
が
専
ら
想
定
し
て
い
る

の
は
歴
史
研
究
と
質
的
な
事
例
研
究
（
を
用
い
た
理
論
構
築
）
の
統
合

で
あ
り
、
量
的
研
究
と
の
統
合
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
構

成
主
義
を
は
じ
め
と
す
る
第
三
論
争
以
降
の
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
文
脈

（
批
判
理
論
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
な
ど
）
に
つ
い
て
の
言
及
は
限
定
的
で
あ
る
。
構
成
主
義
で
は
な

く
因
果
的
推
論
を
志

向
す
る
実
証
主
義
理

論
が
こ
こ
で
は
想
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
必
然
の
帰

結
と
し
て
第
四
に
、

両
著
作
共
に
検
討
し

て
い
る
の
は
因
果
的

推
論
を
基
礎
と
す
る

説
明
理
論
の
統
合
で

あ
り
、
規
範
理
論
は

想
定
さ
れ
て
い
な

い
。こ

う
し
た
特
徴
を

ま
と
め
た
も
の
が
下

図
で
あ
る
（
●
は
歴

史
研
究
を
、
○
は
理

論
研
究
を
意
味
し
て

い
る
）。射
程
の
広
い

理
論
研
究
の
な
か

で
、
両
著
作
は
理
論

グランド・セ

オリー
中範囲理論 個別事例研究

歴史研究
●

因果

アプローチ

理論研究

(質的研究）
○ ○ ○

理論研究

(量的研究）
○ ○ ○

構成

アプローチ

理論研究

(ポスト実証主義)
○ ○ ○

規範

アプローチ

理論研究

(規範理論研究）
○ ○ ○
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研
究
全
般
と
歴
史
研
究
の
統
合
を
企
図
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
比
較

的
レ
ン
ジ
の
狭
い
研
究
で
、
歴
史
研
究
と
親
和
性
の
高
い
質
的
研
究
を

媒
介
と
し
た
理
論
研
究
を
対
象
と
し
、
そ
の
上
で
因
果
関
係
の
説
明
を

焦
点
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
具
体
的
に
両
著
作
の
内
容
を
検
討

し
て
い
こ
う
。

二

理
論
研
究
に
お
け
る
歴
史
研
究
｜『
歴
史
か
ら
理
論
を
創

造
す
る
方
法
』

ま
ず
保
城
の
『
歴
史
か
ら
理
論
を
創
造
す
る
方
法
』
か
ら
検
討
し
て

い
こ
う
。
本
書
の
目
的
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
理
論
研
究
と
歴
史
研

究
の
研
究
成
果
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
な

る
方
法
論
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る５

）
。

序
章
で
は
、
歴
史
研
究
と
理
論
研
究
の
研
究
動
向
、
論
争
状
況
を
俯

瞰
し
て
い
る
。
本
書
の
主
眼
は
、
歴
史
研
究
の
研
究
成
果
を
い
か
に
し

て
理
論
研
究
（
理
論
構
築
）
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点

に
あ
る
。
本
書
は
専
ら
歴
史
研
究
者
が
一
次
史
料
を
利
用
し
、
理
論
研

究
者
が
歴
史
研
究
者
の
先
行
研
究
（
す
な
わ
ち
二
次
資
料
）
を
用
い
て
、

理
論
構
築
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る６

）
。ま
た
、

こ
れ
は
本
書
の
下
敷
き
と
な
っ
た
著
者
の
『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
論
文７

）

か
ら
通
底
す
る
問
題
意
識
で
あ
る
が
、
歴
史
学
者
の
先
行
研
究
が
（
事

実
に
誤
り
が
あ
る
等
の
理
由
で
）
反
証
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
先
行
研

究
に
依
拠
し
て
い
た
理
論
研
究
も
同
時
に
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
た

め８
）

、
ど
の
よ
う
な
研
究
設
計
で
歴
史
研
究
を
活
用
す
れ
ば
妥
当
性
の
高

い
理
論
研
究
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
本
書
の
問

題
関
心
が
あ
る
。

こ
の
問
題
意
識
の
下
、各
章
で
方
法
論
上
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
イ
シ
ュ
ー
、
時
間
、
空
間
を
限
定
す
る「
中
範
囲
の
理
論
」

を
提
唱
し
て
い
る
。
保
城
は
社
会
学
者
マ
ー
ト
ン
（R

o
b
ert

 
K
in
g

 
M
erto

n

）
や
歴
史
学
者
ギ
ャ
デ
ィ
ス
（Jo

h
n L

ew
is G

a
d
d
is

）
に
依

拠
し
な
が
ら
、
中
範
囲
の
理
論
を
社
会
的
な
行
動
か
ら
か
け
離
れ
た
一

般
理
論
と
、
詳
細
で
は
あ
る
が
一
般
化
不
可
能
な
個
別
記
述
と
の
中
間

に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
定
義
し
て
い
る９

）
。
従
来
の
歴
史
研
究
（
単
一

事
例
研
究
）
の
よ
う
に
狭
す
ぎ
ず
、
通
常
の
国
際
政
治
学
理
論
の
研
究

の
よ
う
に
広
す
ぎ
な
い
研
究
（
国
際
シ
ス
テ
ム
全
体
で
は
な
く
国
家
や

時
期
、
イ
シ
ュ
ー
を
特
定
し
た
研
究
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
「
説
明
」
と
は
如
何
な
る
行
為
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い

る
。
と
く
に
因
果
説
、
統
合
説
、
記
述
説
の
三
説
を
取
り
上
げ
、
第
一

の
因
果
説
と
第
三
の
記
述
説
の
架
橋
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

「
な
ぜ
」
を
明
ら
か
に
す
る
因
果
ア
プ
ロ
ー
チ
と
「
な
に
が
」「
ど
の
よ

う
に
」を
示
す
構
成
ア
プ
ロ
ー
チ
を
区
別
し
、
構
成
主
義
の
議
論
や「
説

明
」
と
「
理
解
」
の
差
異
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
章
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の
主
眼
は
因
果
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
歴
史
学
的
方
法
論
と
事
例
研
究

と
の
統
合
で
あ
っ
て
、構
成
主
義
と
の
架
橋
は
想
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。

あ
く
ま
で
も
質
的
な
因
果
的
推
論
の
架
橋
｜
因
果
説
に
あ
た
る
質
的
研

究
と
記
述
説
に
あ
た
る
歴
史
研
究
と
の
架
橋
｜
を
目
指
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

第
三
章
で
は
、
帰
納
法
と
演
繹
法
を
超
え
る
方
法
論
と
し
て
ア
ブ
ダ

ク
シ
ョ
ン
を
提
唱
し
て
い
る
。
帰
納
法
で
は
理
論
的
一
般
化
に
限
界
が

あ
り
、
演
繹
法
で
は
仮
説
と
す
る
前
提
の
正
し
さ
を
演
繹
法
自
体
の
ロ

ジ
ッ
ク
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
帰
納
法
と

演
繹
法
を
超
克
す
る
方
法
で
、
逸
脱
事
例
や
変
則
的
な
事
実
か
ら
可
変

的
な
仮
説
を
構
築
し
、
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
可

変
的
な
仮
説
と
は
、
検
証
過
程
で
根
拠
不
足
や
論
理
破
綻
と
い
っ
た
理

由
で
放
棄
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
考
察
途
上
で
仮
の
説
と
し
て
検

討
を
行
う
「
作
業
仮
説
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
具
体
的
な
事
例
の
検
証
方
法
と
し
て「
事
例
全
枚
挙
」

を
提
起
し
て
い
る
。
単
一
事
例
を
他
の
類
例
に
ま
で
一
般
化
し
て
理
論

構
築
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
保
城
は
ジ
ョ
ー
ジ（A

lex
a
n
-

d
er G

eo
rg
e

）
ら
の
「
構
造
化
、
焦
点
化
さ
れ
た
比
較
の
方
法
」
に
着

目
し
、
該
当
事
例
の
無
作
為
抽
出
で
は
な
く
、
事
例
全
枚
挙
（
通
史
分

析
）
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
シ
ュ
ー
、
時
間
、
空
間
を
限
定
し

た
上
で
、
該
当
事
例
を
す
べ
て
検
討
す
る
の
で
あ
る
。
事
例
全
枚
挙
に

よ
っ
て
、
帰
納
的
飛
躍
（
既
知
の
事
例
か
ら
未
知
の
事
例
へ
の
一
般
化

の
限
界
）
や
事
例
選
択
の
バ
イ
ア
ス
を
避
け
、
ま
た
複
数
事
例
に
お
け

る
変
数
の
影
響
を
あ
る
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。し

か
し
、
こ
の
方
法
は
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
問
題
に
直
面
す
る

｜
も
っ
と
も
限
定
的
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
応
答
も
本
書

は
用
意
し
て
い
る
。
第
一
は
、
イ
シ
ュ
ー
、
時
間
、
空
間
を
限
定
し
た

上
で
、
該
当
事
例
を
特
定
す
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
可
能
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
見
落
と
さ
れ
て
い
た
事
実
が
後
か
ら
明
ら
か
に
な
る
場
合
な

ど
、
研
究
対
象
の
限
定
化
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
保
城
は
、
範
囲
条

件
を
慎
重
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
未
知
の
事
例
が
研

究
過
程
で
加
わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

補
正
可
能
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

第
二
は
、
事
例
が
独
立
変
数
（
原
因
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
従
属

変
数
（
結
果
）
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る10

）
。

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
結
果
に
よ
っ
て
事
例
を
選
択
す
る
た
め
、
必
然
的

に
従
属
変
数
か
ら
事
例
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
保
城
は
、『
社
会
科

学
の
リ
サ
ー
チ
・
デ
ザ
イ
ン
』
は
計
量
分
析
に
お
け
る
選
択
バ
イ
ア
ス

を
想
定
し
て
お
り
、
事
例
内
で
分
厚
い
記
述
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
従
属

変
数
か
ら
事
例
選
択
を
し
て
も
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。同
時
に
、

従
属
変
数
に
偏
差
が
見
ら
れ
る
（
結
果
が
異
な
る
）
事
例
を
抽
出
し
、
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再
び
事
例
内
分
析
を
行
う
方
法
を
提
起
し
て
い
る
。

第
五
章
で
は
過
程
追
跡
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
保

城
は
、
理
論
検
証
を
目
的
と
し
た
過
程
追
跡
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
と

し
て
い
る11

）
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
研
究
設
計
は
「
プ
ロ
ク
ル
ー
ス

テ
ー
ス
の
寝
台
」
の
問
題
｜
自
己
の
理
論
仮
説
に
都
合
の
良
い
一
次
史

料
な
い
し
二
次
文
献
の
み
を
恣
意
的
に
選
択
す
る
こ
と
｜
へ
と
帰
結
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
保
城
は
「
過
程
構
築
」
を
提
起
す
る
。
こ
の

方
法
は
、
あ
る
現
象
の
発
端
か
ら
ア
ク
タ
ー
を
特
定
し
、
ど
の
よ
う
な

政
策
が
選
択
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
例
ご
と
に
従

属
変
数
と
独
立
変
数
を
記
載
し
た
分
割
表
を
用
い
た
複
数
事
例
の
検
討

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
前
章
の
問
題
点
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
保
城
は
二

段
階
の
分
析
を
提
起
し
て
い
る
。
第
一
段
階
は
従
属
変
数
を
も
と
に
し

た
事
例
の
選
択
で
あ
り
、
第
二
段
階
は
従
属
変
数
の
異
な
る
事
例
を
選

択
し
た
上
で
の
事
例
比
較
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
五
章
の
具
体
的
な
検

証
手
順
や
保
城
自
身
の
研
究
例12

）
で
は
、
こ
の
第
二
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
は

反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

終
章
で
は
、
本
書
の
意
義
を
次
の
二
点
に
要
約
し
て
い
る
。
第
一
に
、

理
論
研
究
者
が
歴
史
研
究
を
利
用
す
る
場
合
、
自
己
の
仮
説
に
都
合
の

よ
い
研
究
だ
け
を
恣
意
的
に
選
択
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
仮
説
を
可
変
的
な
も
の
に
し
て
お

き
な
が
ら
、
過
程
構
築
と
い
う
手
法
を
用
い
て
事
例
検
証
を
行
う
の
は

こ
の
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
中
範
囲
理
論
の
構
築
を
提
唱
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
単
一
事
例
の
研
究
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
た
対
象
の
事
例
全

枚
挙
を
提
唱
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
検
証
手
順
に
懸

念
は
あ
る
も
の
の
、
方
法
論
の
提
示
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
ブ
ダ

ク
シ
ョ
ン
↓
事
例
全
枚
挙
↓
過
程
構
築
と
い
う
手
順
に
は
一
定
の
有
効

性
が
認
め
ら
れ
る
。

三

歴
史
研
究
に
お
け
る
理
論
研
究
｜『
社
会
科
学
と
し
て
の

日
本
外
交
研
究
』

前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
保
城
は
歴
史
研
究
を
活
か
し
た
理
論
構
築

の
方
法
を
論
じ
て
い
る
。
対
し
て
川
﨑
は
、
既
存
の
理
論
を
用
い
た
歴

史
研
究
へ
の
貢
献
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
実
際
、
川
﨑
は
理
論
研
究

の
成
果
を
用
い
た
歴
史
分
析
の
方
法
と
、
歴
史
研
究
の
成
果
を
用
い
た

理
論
研
究
の
あ
り
方
と
い
う
二
点
に
言
及
し
て
お
り
、
本
書
第
Ⅱ
部
、

第
Ⅲ
部
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
序
章
で
は
理
論
と
実
証
の
対
立

と
い
う
座
標
軸
か
ら
分
析
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
両
者
の
統
合
、
す
な
わ

ち
「
日
本
外
交
の
経
験
を
一
般
理
論
を
使
っ
て
説
明
す
る
努
力
と
並
行

し
て
、
日
本
外
交
の
経
験
を
通
じ
て
一
般
理
論
の
発
展
を
も
追
求
す
べ

き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る13

）
。
し
か
し
、
一
般
理
論
を
使
っ
た
日
本
外

交
の
説
明
は
と
も
か
く
も
、
日
本
外
交
の
経
験
を
通
じ
た
一
般
理
論
の

― ―131



発
展
に
つ
い
て
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
実
際
の
結
論
も
前

者
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

簡
単
に
本
書
の
概
要
を
示
し
て
お
こ
う
。
本
書
は
三
部
か
ら
な
り
、

第
Ⅰ
部
（
第
一
〜
第
二
章
）
が
分
析
枠
組
み
、
第
Ⅱ
部
（
第
三
〜
第
五

章
）が
国
際
政
治
理
論
を
用
い
た
日
本
外
交
の
事
例
研
究
、
第
Ⅲ
部（
第

六
〜
第
七
章
）
が
国
際
政
治
理
論
の
た
め
の
日
本
外
交
研
究
に
つ
い
て

の
検
討
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
で
は
分
析
枠
組
み
を
整
理
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
理
論
的

研
究
の
要
請
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
理
論
研
究

と
は
「
個
別
的
史
実
と
一
般
的
説
明
・
理
論
と
の
間
の
関
係
を
社
会
科

学
方
法
論
に
基
づ
い
て
明
確
に
し
た
研
究14

）
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

検
証
可
能
な
事
例
範
囲
か
つ
単
純
化
さ
れ
た
命
題
や
仮
説
を
持
っ
て
い

る
こ
と
、
理
論
命
題
や
仮
説
を
構
築
す
る
た
め
に
は
事
例
の
数
は
多
け

れ
ば
多
い
ほ
ど
良
い
と
い
う
こ
と
を
理
論
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。
理
論
構
築
の
際
に
理
論
家
は
、
社
会
現
象
の
中
か
ら
「
小
体
系
」

を
抽
出
し
、
そ
の
中
で
一
般
的
性
質
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が

あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
第
二
章
で
は
質
的
分
析
の
方
法
と
し
て
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ー
ド
分
析
法
、
一
致
手
続
き
法
、
過
程
追
跡
法
、

反
実
仮
想
法
な
ど
の
方
法
論
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
論
が
具

体
的
に
第
Ⅱ
部
各
章
に
対
応
し
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
は
具
体
的
な
事
例
検
証
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ナ
ル
コ
ー
ド
分
析
法
を
用
い
て
、初
期
Ａ
Ｒ
Ｆ
外
交
に
お
け
る「
政

策
思
想
体
系
」
を
検
討
し
て
い
る
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
コ
ー
ド
分
析

法
と
は
、
世
界
観
や
思
想
体
系
を
示
す
要
素
を
、
ス
ピ
ー
チ
や
文
書
の

中
か
ら
抽
出
す
る
方
法
で
あ
る
。
本
章
で
は
平
和
主
義
者
、
勢
力
均
衡

論
者
、
外
務
省
グ
ル
ー
プ
の
三
者
の
政
策
思
想
を
分
析
し
、
そ
れ
が
そ

れ
ぞ
れ
批
判
理
論
、
現
実
主
義
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
制
度
論
に
依
拠
し
て

い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
四
章
で
は
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
用
い
て
吉
田
ド

ク
ト
リ
ン
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ

ム
と
は
、
最
低
限
の
安
全
保
障
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
国
家
は
安
全

保
障
政
策
よ
り
も
経
済
政
策
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
川

﨑
は
こ
こ
で
一
致
手
続
き
法
、
す
な
わ
ち
あ
る
理
論
が
妥
当
す
る
な
ら

ば
、こ
の
よ
う
な
政
策
に
帰
結
す
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、

実
際
の
デ
ー
タ
と
そ
の
仮
説
と
の
一
致
度
を
判
定
す
る
と
い
う
方
法
を

と
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
、「
中
立
政
策
を
日
本
は
選
ぶ
か
」「
ど
の
国

と
同
盟
を
結
ぶ
か
」「
最
適
な
軍
備
は
何
か
」と
い
う
三
つ
の
検
証
を
行

い
、
い
ず
れ
も
現
実
の
結
果
と
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の

理
論
仮
説
が
一
致
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、「
脅
威
の
均
衡
」論
を
取
り
上
げ
、
過
程
追
跡
法
と
反

実
仮
想
法
を
用
い
て
い
る
。
過
程
追
跡
法
と
は
政
策
決
定
過
程
に
焦
点

を
あ
て
仮
説
検
証
を
試
み
る
方
法
で
あ
り
、
反
実
仮
想
法
と
は
事
実
に
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反
す
る
仮
の
状
況
を
想
定
し
、
仮
想
設
定
と
史
実
を
比
較
す
る
と
い
う

方
法
論
で
あ
る
。
二
つ
の
方
法
論
を
段
階
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
脅
威

の
均
衡
論
の
妥
当
性
を
論
証
し
て
い
る
。
本
章
で
は
一
九
世
紀
か
ら
二

〇
世
紀
に
か
け
て
、
一
五
の
事
例
が
抽
出
さ
れ
、「
脅
威
均
衡
」仮
説
の

妥
当
性
を
検
討
し
て
い
る
。
日
本
外
交
に
関
連
す
る
事
例
と
し
て
は
、

日
英
同
盟
、
日
独
伊
三
国
同
盟
、
日
米
同
盟
な
ど
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
の
検
討
は
理
論
的
前
提
を
も
っ
て
事
例
検
証
を
行
っ
て
い
る

の
で
、
仮
説
に
都
合
の
よ
い
事
実
だ
け
を
恣
意
的
に
抽
出
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
章
の
議
論
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
コ
ー
ド

に
よ
る
分
析
で
、
従
属
変
数
の
異
な
る
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
を
対
比
し
て

お
り
、
理
論
的
示
唆
も
得
ら
れ
て
い
る
が
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
コ
ー

ド
の
詳
細
が
示
さ
れ
て
な
い
た
め
、
そ
の
詳
細
を
評
価
す
る
こ
と
が
難

し
い
。
第
四
章
の
分
析
も
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
ク
ラ
シ
カ
ル
・

リ
ア
リ
ズ
ム
に
の
み
焦
点
を
絞
り
、
問
い
を
立
て
て
い
る
の
で
他
の
理

論
的
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
は
脅
威
均
衡
説
の
是
非
を

論
点
と
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
構
成
主
義
的
な
視
角
で
言
え
ば
、
そ

も
そ
も
何
を
以
て
「
脅
威
」
を
認
識
す
る
の
か
と
い
う
点
は
一
意
的
に

定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
個
々
の
事
例
を
「
脅
威
均
衡
」
と

同
定
し
う
る
の
か
と
い
う
点
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
の
た
め
脅
威
源
の
特
定
や
脅
威
均
衡
の
評
価
な
ど
の
検
証
に
際
し

て
、
他
の
理
論
的
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
。

第
Ⅲ
部
で
は
国
際
政
治
理
論
研
究
に
資
す
る
日
本
外
交
研
究
の
あ
り

方
を
提
起
し
て
い
る
。
第
六
章
で
は
現
実
主
義
と
構
成
主
義
の
論
争
に

着
眼
し
て
い
る
。
冷
戦
の
終
結
と
、
冷
戦
期
日
本
に
お
け
る
安
全
保
障

政
策
と
い
う
二
つ
の
事
例
を
設
定
し
、
現
実
主
義
と
構
成
主
義
の
い
ず

れ
の
妥
当
性
が
高
い
の
か
を
検
証
し
て
い
る
。
第
七
章
で
は
「
防
衛
計

画
の
大
綱
」
を
事
例
と
し
て
、
勢
力
均
衡
論
と
国
内
規
範
説
の
妥
当
性

を
比
較
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
は
現
実
主
義
と
構
成
主
義
の
論
争
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ

た
も
の
で
は
あ
る
が
、
因
果
関
係
の
説
明
を
趣
旨
と
す
る
以
上
は
、
現

実
主
義
に
有
利
な
事
実
だ
け
が
抽
出
さ
れ
る
危
険
性
は
否
め
な
い
。
そ

も
そ
も
構
成
主
義
は
規
範
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
を
内
在
的
に

同
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、（
論
者
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
）必
ず
し

も
因
果
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
但
し
、
事
例
選

択
の
バ
イ
ア
ス
に
多
少
目
を
瞑
り
、
理
論
を
い
か
に
事
例
研
究
に
活
か

す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
検
討
す
る
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
で

き
る
。

研
究
設
計
と
し
て
考
え
れ
ば
、
第
Ⅲ
部
の
結
論
は
現
実
主
義
と
構
成

主
義
の
仮
説
の
い
ず
れ
に
妥
当
性
が
あ
る
の
か
を
防
衛
計
画
大
綱
と
い

う
事
例
に
お
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
政
治
理
論
研
究
に
資

す
る
よ
う
な
日
本
外
交
研
究
と
は
な
っ
て
い
な
い
（
仮
に
理
論
研
究
に

資
す
る
よ
う
な
日
本
外
交
研
究
の
あ
り
方
を
提
起
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
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理
論
研
究
の
レ
ベ
ル
で
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
点
な
ど
が
、
事
例
検

証
で
明
ら
か
と
な
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
概
念
や
含

意
が
提
起
さ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ

う
な
結
論
は
導
か
れ
て
い
な
い
）。第
Ⅲ
部
の
議
論
に
つ
い
て
川
崎
は
終

章
で
、
ネ
オ
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
可
能
性
と
意
義
に
期
待
を

寄
せ
て
い
る
。
ネ
オ
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
国
家
は
長
期

的
に
は
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
が
主
張
す
る
よ
う
に
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
を
志
向

す
る
が
、
短
期
的
に
は
国
際
環
境
の
誤
認
や
政
治
的
基
盤
の
脆
弱
性
な

ど
の
国
内
要
因
に
左
右
さ
れ
る
と
考
え
る
理
論
で
あ
る
。
川
崎
は
、
ネ

オ
ク
ラ
シ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
「
異
例
な
事
例
に
着
目
す
る
研
究
」

が
多
い
こ
と
か
ら
、（
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
）理
論
仮
説
に
合
致
し
な
い

逸
脱
事
例
を
選
ん
で
分
析
す
る
こ
と
で
、
理
論
研
究
に
対
し
て
歴
史
研

究
が
貢
献
し
う
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る15

）
。
無
論
こ
う
し
た
指
摘
は

一
般
論
と
し
て
は
正
し
い
が
、
具
体
的
に
は
個
々
の
事
例
に
お
い
て
変

数
を
統
制
し
た
上
で
検
討
を
重
ね
な
け
れ
ば
確
定
的
な
こ
と
は
言
い
え

ず
、
本
書
の
指
摘
は
示
唆
に
止
ま
っ
て
い
る
。

最
後
に
終
章
で
は
、
本
書
の
検
討
を
俯
瞰
し
、「
日
本
外
交
の
理
論
的

研
究
」
に
適
合
し
う
る
の
は
「
一
般
的
に
い
っ
て
現
実
主
義
や
自
由
主

義
（
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
と
い
っ
た
よ
う
な
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
で
は

な
く
て
、
ミ
ド
ル
レ
ン
ジ
・
セ
オ
リ
ー
（m

id
d
le-ra

n
g
e th

eo
ry

╱
中

規
模
理
論
と
で
も
訳
せ
る
も
の
）
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る16

）
。
つ
ま
り
、

保
城
と
同
様
に
、
川
﨑
も
ま
た
中
範
囲
理
論
に
着
眼
し
、
そ
の
上
で
理

論
研
究
を
歴
史
検
証
に
用
い
る
「
日
本
外
交
の
理
論
研
究
」
を
提
起
し

て
い
る
。
他
方
、
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
と
中
範
囲
理
論
の
異
同
に
つ

い
て
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
よ
う
な
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
も
突
き
詰
め
れ
ば
、
勢
力
均
衡

や
脅
威
均
衡
と
い
っ
た
中
範
囲
理
論
の
集
合
で
あ
り
、
グ
ラ
ン
ド
・
セ

オ
リ
ー
と
中
範
囲
理
論
は
ど
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点

に
つ
い
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

四

考
察

主
と
し
て
保
城
は
歴
史
研
究
を
活
か
し
た
理
論
研
究
を
志
向
し
て
お

り
、
川
﨑
は
理
論
研
究
を
活
か
し
た
歴
史
研
究
を
志
向
し
て
い
る
。
ま

た
両
者
と
も
に
、「
理
論
」を
限
定
的
に
解
釈
し
て
、
中
範
囲
の
理
論
で

且
つ
因
果
関
係
の
「
説
明
」
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

一
方
で
、
理
論
的
与
件
を
も
っ
て
事
例
に
ア
ク
セ
ス
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
保
城
の
提
言
に
は
妥
当
性
が
あ
る
。
理
論
的
与
件
を
も
っ
て

事
例
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
、
特
定
の
事
実
や
指
標
だ
け
を
拾
っ
て
し
ま

う
怖
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
採
用
す

る
以
上
は
、
従
属
変
数
を
も
と
に
事
例
選
択
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
た
め
、従
属
変
数
に
よ
る
事
例
選
択
で
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
行
い
、
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そ
の
過
程
の
中
で
独
立
変
数
に
よ
っ
て
他
の
関
連
事
例
を
抽
出
す
る
と

い
う
二
段
階
作
業
が
欠
か
せ
な
い
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
①
従
属

変
数
に
よ
る
事
例
選
択
、
②
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
可
変
的
な
仮
説

提
示
、
③
独
立
変
数
を
用
い
た
関
連
事
例
の
抽
出
、
④
事
例
の
特
性
に

応
じ
て
①
〜
③
の
作
業
の
反
復
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
川
﨑
の
議

論
は
事
例
選
択
の
バ
イ
ア
ス
が
否
め
な
い
が
、
前
田
が
論
じ
て
い
る
よ

う
に
事
例
研
究
の
「
発
見
」
的
作
用
と
い
う
位
相
か
ら
、
理
論
を
適
用

し
た
事
例
の
検
討
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る17

）
。
こ
の
こ
と

は
、
事
例
研
究
に
お
い
て
は
仮
説
の
検
証
よ
り
も
独
立
変
数
の「
発
見
」

に
こ
そ
重
点
が
あ
る
と
い
う
命
題
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
特
定
の

事
例
に
着
目
し
て
分
厚
い
記
述
を
行
う
事
例
志
向
型
研
究
と
、
複
数
の

事
例
に
お
い
て
特
定
の
事
例
に
着
目
す
る
変
数
志
向
型
研
究
の
差
異
に

留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る18

）
。
ま
た
両
者
の
研
究
と
も
に
、
理
論
研

究
が
一
次
史
料
を
く
ま
な
く
検
証
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、

二
次
資
料
の
効
果
的
な
活
用
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し

な
い
。
理
論
研
究
の
中
で
ど
の
程
度
一
次
史
料
に
依
拠
す
べ
き
か
｜
そ

の
実
行
可
能
性
も
含
め
て
｜
注
意
深
い
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

五

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
歴
史
か
ら
理
論
を
創
造
す
る
方
法
』、『
社
会
科
学
と
し

て
の
日
本
外
交
研
究
』
の
二
著
作
を
取
り
上
げ
、
理
論
研
究
と
歴
史
研

究
を
統
合
す
る
方
法
論
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
い
ず
れ
も
理
論
研

究
と
歴
史
研
究
の
統
合
を
企
図
す
る
野
心
的
な
研
究
で
あ
る
が
、
事
例

選
択
の
方
法
や
デ
ー
タ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
従
来
『
社
会
科
学
の
リ
サ
ー
チ
・
デ
ザ
イ

ン
』
の
文
脈
で
議
論
さ
れ
て
い
る
、
事
例
志
向
型
研
究
と
変
数
志
向
型

研
究
の
異
同
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
論
研
究

と
歴
史
研
究
の
棲
み
分
け
が
進
む
日
本
の
国
際
政
治
学
界
に
お
い
て
、

理
論
研
究
と
歴
史
研
究
の
統
合
を
企
図
す
る
試
み
は
そ
れ
自
体
重
要
な

意
義
を
有
し
て
お
り
、
論
争
を
喚
起
す
る
示
唆
に
富
ん
だ
著
作
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
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