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私
た
ち
は
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
思
想
史
プ
ロ
パ
ー
で
は
な
い
。
代
表

者
の
佐
藤
は
、
日
本
の
古
代
の
政
治
と
宗
教
を
専
門
に
研
究
し
て
き

た
者
で
あ
り
、
ほ
か
の
パ
ネ
リ
ス
ト
も
、
そ
れ
ぞ
れ
国
際
交
流
史
・

日
韓
比
較
美
術
史
な
ど
で
活
躍
し
て
き
た
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
研
究
作
業
は
、
具
体
的
に
は
ま
ず
各
自
の
専
門
の
研
究

史
を
遡
及
し
て
い
く
作
業
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
研
究
史

か
ら
史
学
史
へ
、
史
学
史
か
ら
学
問
史
へ
と
抽
象
化
す
る
道
筋
を
た

ど
っ
て
き
た
。
そ
の
作
業
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
が
専

門
と
し
て
き
た
学
問
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
現
在
の
フ

ォ
ー
マ
ッ
ト
（
構
造
・
様
式
）
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
傍
観
者
で
は
な
く
、
内
在
的
動
機
を
持
っ
た
研
究
当
事
者
と
し
て

見
定
め
る
と
い
う
こ
と
を
め
ざ
し
て
議
論
を
交
わ
し
て
き
た
。
こ
の

小
文
は
、
当
日
の
報
告
内
容
や
質
疑
を
踏
ま
え
、
佐
藤
が
記
録
・
講

評
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
小
文
の
全
体
に
わ
た
っ
て

の
文
責
は
佐
藤
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

黒
板
勝
美
の
宗
教
史
研
究
と
国
史
叙
述 

─
仏
教
・
神
道
・
道
教 

（
吉
田
一
彦
）

　

吉
田
は
、
黒
板
勝
美
の
宗
教
を
め
ぐ
る
叙
述
に
つ
い
て
報
告
し

た
。
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
歴
史
家
の
一
人
で
あ
る
黒
板
勝
美
の
代

表
的
著
作
に
、
日
本
の
国
史
の
通
史
を
叙
述
し
た
『
国
史
の
研
究
』
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（
の
ち
『
更
訂 

国
史
の
研
究
』）
が
あ
る
。
黒
板
は
、
こ
の
よ
う
な
概
説

書
を
な
す
い
っ
ぽ
う
で
、
個
別
の
学
術
研
究
に
お
い
て
は
、
上
代
に

お
け
る
道
教
、
神
仙
思
想
の
伝
播
・
受
容
の
問
題
に
関
心
を
持
ち
、

そ
れ
と
「
古
神
道
」
や
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
究
し
た
。
こ
れ

ら
は
今
日
の
日
本
の
道
教
・
神
仙
思
想
研
究
の
先
駆
け
と
な
る
も
の

で
、「
支
那
」
の
道
教
が
日
本
に
入
り
、
日
本
の
神
祇
崇
拝
と
渾
融

し
て
「
古
神
道
」
が
形
成
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
概
説
書

類
で
は
、
宗
教
史
の
叙
述
は
仏
教
史
が
中
心
で
あ
り
、
道
教
に
つ
い

て
は
議
論
を
全
面
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
。
吉
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

黒
板
の
個
別
研
究
の
立
場
と
概
説
書
の
立
場
に
差
異
が
あ
る
と
し
、

そ
の
理
由
を
黒
板
が
日
本
の
神
祇
祭
祀
と
道
教
と
の
関
係
を
知
っ
て

い
て
言
及
を
控
え
た
の
だ
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
吉
田
は
、
黒
板
の
概

説
書
が
戦
後
の
日
本
史
教
科
書
に
継
承
さ
れ
た
部
分
が
多
い
こ
と
を

指
摘
し
、
戦
後
の
歴
史
学
、
歴
史
教
育
で
は
、
日
本
の
宗
教
史
、
文

化
史
は
仏
教
史
中
心
の
論
説
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
、
こ
う

し
た
史
学
史
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
し
た
。

　

吉
田
の
述
べ
る
と
お
り
、
日
本
の
道
教
受
容
の
研
究
、
と
く
に
神

道
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
黒
板
が
先
駆
け
で
あ
り
、
以
降
長

年
に
わ
た
っ
て
学
問
の
表
舞
台
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
本
の
道
教
受
容
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
、
部
分
的
に
受
容
さ
れ
た

に
す
ぎ
な
い
と
説
明
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
神
道
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
禁
忌
の
よ
う
で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
で
吉
田
の
指
摘
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
比
較
軸
は
、
と
も

す
れ
ば
前
者
を
純
正
史
学
、
後
者
を
応
用
史
学
に
措
定
す
る
、
文
献

史
家
が
犯
し
が
ち
な
意
味
論
的
誤
謬
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
り
注
意
が
は
ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
い
う
印
象
が
残
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
日
帝
期
朝
鮮
に
お
け
る
仏
教
文
物
調
査 

─
関
野
貞
の
活
動
を
中
心
に 

（
池
美
玲
）

　

池
は
朝
鮮
総
督
府
の
委
嘱
を
う
け
て
、
日
本
統
治
時
代
（
日
帝
強

占
期
）
の
朝
鮮
古
蹟
調
査
を
お
こ
な
っ
た
関
野
貞
の
活
動
と
学
史
的

立
場
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

関
野
貞
お
よ
び
官
学
派
は
、
韓
国
美
術
史
研
究
の
胎
動
期
に
お
い

て
、
初
め
て
韓
国
美
術
を
通
史
的
に
体
系
化
さ
せ
た
。
の
ち
関
野
が

著
述
し
た
『
朝
鮮
美
術
史
』
は
発
表
当
初
か
ら
韓
国
研
究
者
た
ち
の

興
味
を
ひ
き
つ
け
た
（
尹
喜
淳
・
高
裕
燮
等
）。
戦
後
に
お
い
て
は
黄

寿
永
の
「
日
帝
期
文
化
財
被
害
資
料
」（
一
九
七
三
）
や
、
文
明
大
の

「
日
帝
時
代
の
韓
国
美
術
史
学
」（
一
九
七
八
）
に
お
い
て
官
学
派
が

紹
介
さ
れ
、
当
該
期
の
文
物
輸
出
が
注
目
さ
れ
る
な
ど
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
関
野
貞
に
関
す
る
韓
日
両
国
の
興
味
は
高
い
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
両
国
の
温
度
差
が
あ
る
。

　

関
野
の
古
蹟
調
査
の
成
果
物
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
『
韓
国
建
築

調
査
報
告
』『
韓
紅
葉
』『
朝
鮮
芸
術
之
研
究
』『
朝
鮮
芸
術
之
研
究
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続
編
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
関
野
は
一
九
二
三
年
、

朝
鮮
史
学
会
が
開
い
た
「
朝
鮮
史
講
座
」
で 

特
別
講
演
と
し
て
朝

鮮
美
術
史
を
担
当
し
、
そ
の
講
義
ノ
ー
ト
を
整
理
し
て
出
版
し
た
の

が
『
朝
鮮
美
術
史
』
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、
楽
浪
郡
を
除
外
す
れ

ば
、
上
記
の
書
籍
ら
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
『
朝
鮮
美
術
史
』
以
後
、
韓
国
で
は
関
野
の
視
角
を
乗
り
越
え
、

韓
国
の
美
術
が
独
自
で
あ
る
こ
と
を
定
立
す
る
た
め
の
工
夫
が
続
い

た
。『
朝
鮮
美
術
史
』
に
出
て
い
る
関
野
の
植
民
史
観
は
韓
国
の
研

究
者
ら
に
と
っ
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
、

『
朝
鮮
美
術
史
』
が
現
在
の
韓
国
美
術
史
と
相
関
性
が
あ
る
こ
と
は

否
定
し
が
た
い
、
と
池
は
指
摘
す
る
。

　

池
は
史
観
の
問
題
に
触
れ
、
関
野
が
中
国
美
術
と
朝
鮮
美
術
を
比

較
対
照
し
つ
つ
、
朝
鮮
美
術
作
品
を
そ
の
規
模
や
技
術
に
お
い
て
、

中
国
の
模
倣
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
、「
楽
浪
」
を
朝
鮮
美
術
の
出

発
点
と
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
史
観
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
李
成
市
氏
が
、
黒
板
勝
美
が
指
導
的
に
関
与
し
た

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
こ
れ
か
ら
の
段
階
に

あ
る
。

黒
板
勝
美
の
南
洋
調
査
と
〈
日
本
〉 

（
手
島
崇
裕
）

　

手
島
は
、
研
究
班
の
ベ
ト
ナ
ム
踏
査
の
成
果
を
生
か
し
、
黒
板
勝

美
ら
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
調
査
が
、〈
日
本
〉
と
い
う
国
家

の
方
向
性
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

黒
板
勝
美
の
国
史
学
は
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
邦
人
の
活
動
し

た
舞
台
を
「
国
史
の
範
囲
」
と
捉
え
た
。
黒
板
は
欧
米
視
察
を
経
て
、

遺
跡
・
文
化
財
の
調
査
・
保
存
方
法
を
確
立
し
、
積
極
的
に
実
践
し

て
い
た
。
そ
れ
を
生
か
し
、
か
つ
て
日
本
町
が
存
在
し
た
ベ
ト
ナ
ム

の
ホ
イ
ア
ン
（
フ
ェ
フ
ォ
）
で
、
日
本
人
朱
印
船
貿
易
家
、
谷
弥
次

郎
兵
衛
・
具
足
君
・
潘
二
郎
純
信
の
墓
を
調
査
し
、
そ
の
永
久
保

存
に
成
功
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
側
（
印
度
支
那
総
督
府
）
に
働
き
か
け
て
、

史
的
記
念
物
に
登
録
し
た
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
邦
人
の
墓
を
顕
彰
す
る
行
為
は
、
日
本
人
が
ふ
た
た
び
南

洋
に
進
出
す
る
布
石
の
意
味
を
持
っ
た
が
、
鎖
国
と
同
時
に
邦
人
が

南
洋
か
ら
姿
を
消
し
た
歴
史
の
証
で
も
あ
っ
た
。
将
来
の
他
国
と
の

競
合
を
予
見
し
た
黒
板
は
、
日
本
人
の
更
な
る
南
進
は
、
朱
印
船
時

代
の
よ
う
に
国
家
の
サ
ポ
ー
ト
（
国
策
）
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
と
な

る
と
い
う
見
通
し
を
得
て
帰
国
し
た
。
彼
の
史
蹟
保
存
に
裏
打
ち
さ

れ
、
近
世
初
期
南
洋
日
本
人
町
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
人
の
再
び
の

南
洋
進
出
の
理
想
像
と
し
て
具
体
性
を
増
す
。
そ
し
て
昭
和
十
年
代
、

南
進
が
本
格
化
す
る
と
、
南
洋
は
、
朝
鮮
な
ど
と
並
列
し
て
語
ら
れ

る
べ
き
場
と
し
て
国
史
の
文
脈
に
据
え
な
お
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ

る
。
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総
括
：
古
代
観
の
組
成
過
程
と
〈
日
本
〉 

（
佐
藤
文
子
）

　

律
令
運
用
の
た
め
の
公
的
解
釈
書
で
あ
る
『
令
義
解
』（
天
長
一
〇

年〈
八
三
三
〉）
に
は
、
律
令
用
語
と
し
て
の
「
国
家
」
に
つ
い
て
語

義
解
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
僧
尼
令
条
文
中
の

「
語
及
国
家
」
と
は
、「
敢
え
て
は
尊
号
を
指
斥
せ
ず
、
故
に
託
し

て
国
家
と
曰
う
な
り
。」
と
解
説
さ
れ
、
こ
の
場
合
の
「
国
家
」
が
、

天
皇
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
古
代
の
「
国
家
」
は
、
理
想
の
古
代
を
復
古
す
る
と

い
う
大
義
名
分
に
よ
っ
て
政
権
を
獲
得
し
た
明
治
維
新
勢
力
に
よ
っ

て
、
意
図
的
に
国
民
国
家
と
混
同
さ
せ
て
説
明
さ
れ
た
。
近
代
日
本

に
と
っ
て
「
古
代
」
と
は
、
政
権
を
掌
握
し
た
ひ
と
び
と
に
と
っ
て

は
政
治
的
理
想
そ
の
も
の
を
さ
す
理
念
上
の
概
念
で
あ
っ
た
。

　

黒
板
勝
美
が
事
実
上
国
史
学
の
父
と
な
っ
た
の
は
、
黒
板
の
段
階

で
、
仏
教
文
物
の
顕
彰
を
国
史
学
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
に
組
み
入

れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。
皇
室
の
仏
教
事
業
を
す
ぐ
れ

た
政
治
と
す
る
評
価
は
黒
板
に
お
い
て
確
立
し
、
現
在
の
教
育
史
学

に
継
承
さ
れ
る
〈
国
家
仏
教
〉
概
念
を
創
出
す
る
の
は
、
大
正
七
年

の
こ
と
で
あ
る
。

　

仏
教
文
物
を
核
に
据
え
た
日
本
像
は
ま
ず
海
外
に
む
け
て
発
信
さ

れ
た
。
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た H

istoire 

de l’art du Japon 

（
パ
リ
万
国
博
覧
会
臨
時
事
務
局
編
、
一
九
〇
〇
年
）
は
、

仏
教
文
物
を
核
と
し
て
、
文
物
を
時
代
順
配
列
に
す
る
と
い
う
ま
っ

た
く
あ
た
ら
し
い
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
と
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
た
ち
の
研
究
班
が
と
り
く
ん
だ
調
査
研
究
に
お
い
て
得
た

結
論
の
一
つ
は
、
黒
板
勝
美
以
来
、
前
近
代
の
と
く
に
古
代
の
理
解

に
つ
い
て
は
、「
戦
後
歴
史
学
」
者
た
ち
が
、
強
調
す
る
ほ
ど
に
は

変
化
し
て
い
な
い
、
む
し
ろ
継
承
さ
れ
て
い
る
部
分
が
無
視
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
な
お
こ
の
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
🄒

「
ア
ジ
ア
的
観
点
か
ら
み
た
〈
国
史
学
〉
の
比
較
思
想
史
的
研
究

─
仏
教
文
物
を
鍵
と
し
て
」（
課
題
番
号
：2（（（00（（

、
研
究
代

表
者
：
佐
藤
文
子
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
佐
藤
文
子
・
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
）

 

（
吉
田
一
彦
・
名
古
屋
市
立
大
学
教
授
）

 

（
池
美
玲
・
藝
術
綜
合
大
学
校
講
師
）

 

（
手
島
崇
裕
・
慶
熙
大
学
校
助
教
授
）
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