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人
生
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
学
問
は
歴
史
と
哲
学
で
あ
る
。

歴
史
と
は
過
去
か
ら
現
在
に
生
き
て
き
た
人
間
が
自
分
自
身
を

実
験
台
に
し
て
行
為
し
、
失
敗
、
成
功
を
繰
り
返
し
て
き
た
実
験

デ
ー
タ
の
集
積
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
法
則
性
を
導
こ
う
と
す
る
の

が
哲
学
で
あ
る
。

人
類
の
最
高
の
頭
脳
は
何
を
考
え
て
き
た
の
か
。

哲
学
書
は
難
解
で
あ
る
。

齢
を
重
ね
、
人
生
の
経
験
を
積
む
に
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
は
わ

か
る
よ
う
に
な
る
。

近
世
哲
学
の
祖
デ
カ
ル
ト
（１
５
９
６―

１
６
５
０
）

デ
カ
ル
ト
は「
わ
れ
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
に
よ
っ
て
主
観
が
実
在

す
る
こ
と
を
確
信
し
た
が
、
客
観
が
実
在
す
る
こ
と
を
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
神
の
実
在
か
ら
神
が
作
っ
た
客
観
的
な

も
の
は
実
在
す
る
と
し
た
。
以
後
主
観
が
先
か
客
観
が
先
か
、
鶏

と
卵
の
い
ず
れ
が
先
か
と
同
じ
堂
々
巡
り
の
議
論
に
陥
っ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
（１
８
５
９―

１
９
３
８
）の
現
象
論

フ
ッ
サ
ー
ル
は
主
観
が
五
感
を
使
っ
て
対
象
（
客
観
）
を
ど
の
よ
う

に
認
識
す
る
か
を
調
べ
、
主
観
が
認
め
る
限
り
に
お
い
て
客
観
が

存
在
す
る
と
し
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
（１
８
８
９―

１
９
７
６
）存
在
と
時
間

「
存
在
」
と
は
何
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ギ
リ
シ

ャ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
徹
底
的
に
究
明
し
た
が

回
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は「
人
間
の
存
在
」
に
つ
い
て

深
く
考
察
し
そ
れ
は
時
間
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
現
在
で

は「
存
在
」
そ
の
も
の
は
定
義
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
の
哲
学
者
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
等
は
ド
イ
ツ
に
留

学
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
を
聞
き
、
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
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カ
ン
ト
（１
７
２
４―

１
８
０
４
）の
理
性
批
判

理
性
は
物
事
を
論
理
的
に
考
え
、
正
し
い
結
論
に
導
く
合
理
的
認

識
能
力
で
あ
る
が
、
経
験
の
及
ば
な
い
あ
る
種
の
問
題
に
対
し
て
は

自
己
矛
盾
に
陥
り
、
結
論
を
見
い
だ
せ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
カ

ン
ト
が
初
め
て
示
し
た
。

そ
の
一
つ
は
神
（
絶
対
的
必
然
的
存
在
者
）
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
神

が
存
在
す
る
こ
と
を
論
理
的
に
証
明
す
る
と
同
時
に
、
神
が
存
在

し
な
い
こ
と
も
論
理
的
に
証
明
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と

は
こ
の
種
の
問
題
に
対
し
て
理
性
の
能
力
は
及
ば
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
（
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
（
二

律
背
反
）
）
。
他
の
問
題
は「
世
界
に
始
ま
り
が
あ
る
か
ど
う
か
」
、「

霊
魂
は
不
滅
な
り
や
否
や
」
，「
世
界
に
自
由
に
よ
る
因
果
性
が
あ

る
か
、
そ
れ
と
も
原
因
結
果
の
系
列
に
よ
り
決
ま
っ
て
い
る
か
」
の

三
つ
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。

神
の
存
在
は
論
証
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
カ
ン
ト
は
終
生
敬
虔

な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
は「
実
践
理
性
批
判
」
に
示

さ
れ
て
い
る
。

人
間
は
推
論
を
行
う
理
論
理
性
に
加
え
て
道
徳
律
に
基
づ
き
善
を

行
お
う
と
す
る
実
践
理
性
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
の
持

つ
道
徳
律
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
り
完
璧
な
善
に
は
程
遠
く
、
そ
れ

を
高
め
る
た
め
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
到
達
目
標
は
完
全
な

道
徳
律
と
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
有
す
る
の
は
神
以
外
な
い
。
こ
の
よ

う
に
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
神
は
存
在
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
（１
７
７
０―

１
８
３
１
）の
歴
史
哲
学

ヘ
ー
ゲ
ル
の
膨
大
な
著
作
を
読
み
通
す
の
は
大
変
で
あ
る
が「
彼
の

歴
史
哲
学
講
義
」
は
読
み
や
す
く
ま
た
面
白
い
所
が
あ
る
。
彼
に
よ

れ
ば
世
界
史
の
本
体
は
精
神
で
あ
り
、
歴
史
の
各
過
程
は
そ
の
発

展
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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特
に
中
国
、
イ
ン
ド
か
ら
エ
ジ
プ
ト
ま
で
の
世
界
。
ギ
リ
シ
ャ
世
界

。
帝
政
前
と
帝
政
後
の
ロ
ー
マ
世
界
。
民
族
大
移
動
時
代
と
中
世

近
世
の
ゲ
ル
マ
ン
世
界
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
鋭
い
観
察
に
よ
る

発
展
段
階
の
評
価
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
彼

に
と
っ
て
最
高
の
発
展
段
階
に
あ
る
国
と
そ
れ
を
構
成
す
る
民

族
は
当
時
の
ド
イ
ツ
帝
国
と
ド
イ
ツ
民
族
で
あ
る
と
の
記
述
は
い

さ
さ
か
行
き
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。

な
お
、
世
界
史
の
中
で
最
も
長
期
に
わ
た
っ
て
繁
栄
し
た
の
は
ロ

ー
マ
帝
国
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
と
二
院
制
か
ら
な
る
政

体
は
ロ
ー
マ
の
帝
政
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

。唯
物
史
観
と
実
存
主
義

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
哲
学
の
主
流
は
マ
ル

ク
ス
に
始
ま
る
唯
物
史
観
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ヤ

ス
パ
ー
ス
、
サ
ル
ト
ル
ら
に
よ
る
実
存
主
義
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

。唯
物
史
観
は
今
後
の
社
会
の
動
き
を
考
え
る
と
き
に
重
要
に
な

る
が
、
社
会
学
的
な
意
味
で
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主

義
社
会
学
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

特
に
個
人
の
生
き
方
を
考
え
る
場
合
は
実
存
主
義
が
参
考
に
な

る
。

従
来
の
哲
学
が
主
題
と
し
て
き
た
の
は
理
性
と
か
主
観
、
客
観
と

い
っ
た
人
間
共
通
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
自
分
自

身
は
ど
う
な
ん
だ
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
っ
た
個
の
問
題

、
個
の
在
り
方
、
個
と
個
の
関
係
を
問
う
た
の
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（

１
８
１
３―

１
８
５
５
）
で
そ
こ
か
ら
実
存
主
義
の
議
論
が
始
ま
っ

た
と
さ
れ
る
。

要
は
惰
性
で
生
き
る
の
で
は
な
く
、
明
日
の
自
分
は
今
日
の
自

分
と
は
違
う
。
そ
こ
に
必
ず
進
歩
が
あ
る
。
と
言
う
自
覚
を
持
つ

こ
と
で
あ
ろ
う
。


