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史
学
史
は
、
千
代
田
氏
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
自
己
反
省
で
あ
る
。
は
た
し

て
し
か
ら
ば
、
そ
れ
は
特
殊
史
と
し
て
歴
史
の
側
面
的
研
究
で
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
歴
史
研
究
者
が
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の

史
家
は
、
か
く
し
て
常
に
史
学
史
的
態
度
を
棄
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で

あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
わ
が
国
で
史
学
史
的
態
度
は
意
外
に
顧
み
ら
れ

て
お
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
の
史
的
意
識
の
低
さ
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
西
洋
史
学
の
研
究
に
お
い
て
、
好
事
家
や
職

人
気
質
の
よ
う
な
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
作
業
が
、
専
門
的
研
究
の
名
の
も

と
に
流
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
な
る
ほ
ど
欧
米
人
に
劣
ら
ぬ
業
績

を
挙
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
の
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も
あ
ま
り
に
も

末
梢
的
な
一
そ
れ
を
歴
史
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
ど
う
か
と
思
う
よ
う
な
一

仕
事
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
千
代
田
氏
は
、
坂
口
昂
氏
が
早
く
試
み
、
後
に
原
由
園
氏
が
ギ
リ
シ
ア
史

に
お
い
て
こ
れ
を
な
し
た
西
洋
史
学
史
を
そ
の
研
究
対
象
と
し
、
一
九
三
〇

年
ご
ろ
か
ら
ま
さ
に
四
十
年
、
終
始
一
貫
、
史
学
史
と
と
も
に
進
ん
だ
。
　
一

九
三
五
年
『
西
洋
近
世
史
学
史
序
説
』
を
、
一
九
四
五
年
に
『
啓
蒙
史
学
の

研
究
』
（
第
一
部
概
論
篇
。
特
論
と
い
う
べ
き
「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の

史
学
」
は
綴
版
の
半
ば
に
お
い
て
戦
災
で
失
わ
れ
た
。
）
を
、
　
一
九
六
〇
年

に
『
第
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
史
学
史
研
究
』
を
世
に
送
っ
た
こ
と
は
ひ
と
の
知

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
今
や
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
『
西
欧
自
由

主
義
史
学
の
研
究
』
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
第
四
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る

に
あ
た
っ
て
、
前
旧
著
に
は
殆
ど
ふ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
他
の

諸
省
に
も
ふ
れ
な
い
が
、
氏
が
広
島
大
学
退
官
の
際
の
自
費
出
版
『
史
学
概

論
と
精
神
史
特
講
』
　
（
一
九
六
三
年
版
）
は
、
内
容
の
関
係
か
ら
多
少
ふ
れ

ざ
る
を
得
な
い
。

　
千
代
田
氏
の
史
学
史
上
の
業
績
は
、
そ
の
四
十
年
に
わ
た
る
蓄
積
の
故
に

並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
欧
米
の
史
家
の
業
績
に
も
劣
る
も
の
と
は
思
わ

れ
な
い
。
例
え
ば
ふ
る
く
カ
ミ
ュ
ー
ー
ジ
ュ
リ
ア
ン
　
（
O
餌
温
石
①
切
口
臣
ρ
戸

国
溝
舜
騨
ω
畠
島
三
。
。
8
ユ
Φ
昌
ω
ゆ
遷
り
鉱
ω
9
×
H
×
侮
ω
δ
9
P
H
o
◎
①
①
）
に
し

て
も
、
グ
ー
チ
（
○
■
℃
・
O
o
o
o
劉
H
田
δ
8
門
賓
帥
昌
α
ぼ
暮
○
円
冨
p
も
。
言
汁
財
⑦

図
H
×
o
⑦
暮
脅
客
H
り
同
Q
。
）
に
し
て
も
、
さ
て
は
リ
ッ
タ
ー
（
竃
・
切
詳
富
斜

∪
δ
国
鐸
ジ
’
．
8
匡
¢
鵠
σ
q
自
Φ
目
○
①
ω
〇
三
〇
げ
叶
ω
棄
訪
。
。
Φ
昌
Q
ゆ
O
プ
ρ
津
”
H
㊤
回
Φ
）
、
フ
ユ
ー

タ
…
　
（
国
．
司
じ
①
け
①
び
○
○
ω
〇
三
〇
げ
け
O
q
①
H
コ
O
離
○
目
Φ
コ
］
田
ω
8
ユ
O
σ
Q
同
轡
℃
げ
一
〇

一
露
㎝
）
な
ど
ド
イ
ツ
の
史
家
、
ブ
ラ
ッ
ク
　
（
』
・
じ
d
．
ゆ
㌶
o
置
8
げ
㊦
〉
穽
。
囲

玉
器
8
同
蜜
u
H
り
b
o
①
）
、
ト
ン
プ
ソ
ン
（
旨
ノ
＜
．
目
げ
O
三
唱
。
。
O
P
｝
三
豊
8
H
団
O
隔

ぼ
ω
8
証
。
巴
屯
ユ
諜
⇒
σ
q
”
ト
つ
く
。
す
一
⑩
幽
ト
っ
）
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
（
菊
．
O
．
O
O
7

｝
ぎ
α
q
～
く
o
o
ρ
日
｝
δ
注
①
ρ
o
団
国
家
o
H
ざ
H
詮
①
）
な
ど
の
英
米
史
家
を
は
じ
め
、

こ
の
『
西
欧
自
由
主
義
史
学
の
研
究
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
、

マ
イ
ネ
ケ
は
ふ
れ
な
い
と
し
て
、
近
く
は
ポ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
（
男
ン
自
●
℃
9
≦
o
閃
ρ

と
（
×
写
ヨ
匡
影
8
ユ
2
“
。
。
雀
a
島
O
。
。
二
五
《
O
h
出
『
け
O
り
ざ
お
紹
）
な
ど
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評書

に
比
し
て
遜
色
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
比
較
史
学
史
（
千
代
田
氏

は
各
国
史
学
を
比
較
し
て
そ
う
呼
ん
で
い
る
が
、
わ
た
し
は
個
々
の
史
家
の

史
叙
な
り
、
史
観
な
り
を
比
較
す
る
手
法
を
も
そ
う
呼
ぶ
。
単
な
る
史
家
の

伝
記
で
は
な
い
。
）
の
叙
述
に
い
た
っ
て
は
、
西
欧
史
家
と
い
え
ど
も
、
彼

の
塁
を
摩
す
る
こ
と
難
い
も
の
が
あ
る
。

　
千
代
田
氏
は
一
九
六
〇
年
「
比
較
史
学
史
の
一
試
図
」
　
（
広
島
史
学
研
究

会
三
十
周
年
記
念
論
叢
所
収
）
を
発
表
さ
れ
た
が
、
わ
た
し
の
い
う
比
較
史

学
史
は
前
述
の
ご
と
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
そ
れ
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
一
八

五
〇
年
秋
イ
ギ
リ
ス
の
ギ
リ
シ
ア
史
家
グ
ロ
ー
ト
は
、
そ
の
夫
人
宛
に
ア
ナ

バ
シ
ス
を
終
り
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
と
離
れ
る
こ
と
を
書
き
送
っ
て
い
る
（
六

二
頁
参
照
）
。
こ
れ
は
執
筆
す
る
歴
史
叙
述
家
の
感
懐
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
、
ギ
ボ
ン
の
諺
簿
。
ぽ
。
⑳
冨
も
げ
図
に
お
け
る
一
七
八
七
年
六
月
二
十

七
日
の
条
と
同
じ
く
い
わ
ば
伝
記
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
後
続

（
六
二
～
三
頁
）
の
モ
ム
ゼ
ン
・
ド
ロ
イ
ゼ
ン
・
ギ
ボ
ン
と
の
比
較
に
な
る

と
、
い
う
と
こ
ろ
の
比
較
史
学
史
に
は
い
っ
て
く
る
。
千
代
田
氏
の
本
書
は
、

い
わ
ば
比
較
史
学
史
で
も
あ
る
故
に
、
も
っ
と
詳
し
く
筆
を
継
ご
う
。
ビ
ス

マ
ル
ク
が
ト
ラ
イ
チ
ヶ
、
あ
る
い
は
ラ
サ
ー
ル
と
比
較
さ
れ
（
三
一
二
頁
参

照
）
た
り
、
ア
メ
リ
カ
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
比
較
（
一
七
四
頁
）
さ
れ

る
こ
と
は
一
般
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ラ
ン
ケ
と
比

較
さ
れ
（
一
五
二
頁
）
、
ラ
ン
ケ
が
ギ
ゾ
ー
と
較
べ
ら
れ
る
（
九
五
頁
）
と

こ
ろ
に
な
る
と
、
著
者
の
巾
の
広
さ
に
驚
く
ほ
か
は
な
い
が
、
ア
ク
ト
ン
が

博
識
で
、
ク
ロ
チ
ェ
が
多
方
面
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
透
徹
で
あ
っ
た
、
と
い

う
評
言
（
二
六
六
～
二
七
一
頁
）
と
と
も
に
、
近
づ
ぎ
が
た
い
も
の
と
も
思

わ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
旧
制
と
革
命
』
を
、
シ
ュ
タ

イ
ン
の
『
社
会
動
向
史
』
と
比
較
し
て
（
一
五
八
頁
以
下
参
照
）
、
史
観
か

ら
さ
ら
に
突
き
こ
ん
で
歴
史
学
に
お
け
る
本
質
的
問
題
、
　
「
自
由
」
と
「
必

然
」
、
「
階
級
闘
争
」
な
ど
の
問
題
に
展
渇
し
て
く
る
と
、
ま
さ
に
千
代
田
氏

の
独
壇
場
と
い
う
べ
く
傾
聴
に
値
す
る
も
の
が
頗
る
多
い
。

　
む
ろ
ん
比
較
史
学
の
叙
述
は
こ
れ
に
つ
き
る
も
の
で
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
歴

史
の
そ
れ
（
六
三
～
四
頁
）
、
レ
ス
ト
ラ
シ
ョ
ン
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革

命
史
観
史
の
展
開
、
さ
ら
に
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
立

場
、
も
し
く
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
現
代
観
な
ど
（
第
「
編
第

三
章
参
照
）
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
受
け
る
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
比
較
史

学
の
頂
点
と
し
て
見
る
べ
き
は
、
本
書
の
目
標
が
そ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
マ
イ
ネ
ケ
と
の
対
比
で
あ
っ
た
。

二

　
南
イ
タ
リ
ア
育
ち
の
B
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
北
独
生
れ
の
F
・
マ
イ
ネ
ケ
、

年
令
の
差
五
才
、
ま
さ
に
比
較
の
好
材
料
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
両
人
と

も
歴
史
主
義
（
歴
史
主
義
は
主
張
す
る
藩
老
に
よ
っ
て
異
な
る
内
容
を
も
っ

て
い
る
。
例
え
ば
本
書
二
五
四
～
五
頁
参
照
）
の
重
鎮
で
あ
る
。
著
者
は
ま

ず
両
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
い
た
ち
を
辿
る
。
こ
こ
に
両
人
の
精
神
構
造
の
差

異
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、
同
じ
時
代
・
同
じ
西
欧
文
明
を
呼
吸
し
な
が
ら
同

一
方
向
を
進
み
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
特
異
性
を
つ
く
り
、
歴
史

が
こ
こ
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
一
八
八
三
年
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
天
災
に
よ
っ
て

父
母
と
妹
を
喪
っ
て
孤
児
と
な
る
。
マ
イ
ネ
ヶ
は
大
学
生
と
し
て
ド
ロ
イ
ゼ

ソ
・
ト
ラ
イ
チ
ケ
・
ジ
ー
ベ
ル
お
よ
び
デ
ィ
ル
タ
イ
の
教
え
を
受
け
る
。
と

も
に
ラ
ン
ケ
の
系
統
に
属
し
、
こ
こ
に
マ
イ
ネ
ケ
は
精
神
史
学
の
進
路
に
定

着
す
る
。
そ
の
間
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
精
神
の
自
由
と
史
学
の
問
題
に
つ
い
て
、

ラ
ブ
リ
オ
ラ
・
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
研
究
し
、
か
つ
批
判
す
る
。
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し
た
が
っ
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
精
神
史
学
に
ゆ
き
つ
い
た
に
し
て
も
合
理
主
義

的
体
系
を
棄
て
な
か
っ
た
。
し
か
も
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
マ
ル
ク
ス
朋
レ
ー
ニ
ン

主
義
批
判
は
年
と
と
も
に
冷
酷
に
さ
え
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
逆
立
ち
の
警
の
ご

と
き
マ
ル
ク
ス
の
放
言
は
、
軽
信
者
を
誤
ら
せ
る
妄
語
で
、
観
念
の
作
用
を

不
当
に
軽
視
し
て
物
質
万
能
の
自
然
主
義
を
逆
転
し
、
宿
命
・
決
定
論
に
陥

ら
し
め
、
不
可
避
必
然
の
歴
史
法
剣
を
迷
信
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
し
て
、

史
的
唯
物
論
・
労
働
価
値
学
説
・
剰
余
価
値
説
、
利
潤
逓
減
説
等
々
を
批
判

し
た
。
（
六
一
八
～
六
二
四
頁
参
照
）
。
か
く
て
「
も
し
上
来
批
判
し
来
っ
た

と
こ
ろ
の
短
所
を
粛
正
せ
ぬ
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
極
左
ヘ
ー
ゲ
ル
主

義
の
僻
論
に
魅
入
ら
れ
た
新
し
き
黙
示
録
的
予
言
に
類
す
る
で
あ
ろ
う
。
ク

β
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
最
も
非
糎
学
的
で
、
し
た
が
っ
て
彼
の
科
学
か
ら
も

離
れ
よ
う
と
す
る
一
種
の
新
興
宗
教
と
な
ろ
う
。
」
　
（
六
一
二
～
二
頁
）
と
。

　
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
マ
ル
ク
ス
を
卒
・
業
し
た
頃
、
マ
イ
ネ
ケ
は
史
的
唯
物
論
と

は
全
く
別
の
世
界
観
・
人
生
観
に
属
す
る
ド
イ
ツ
理
想
主
義
の
流
れ
の
中
で
、

ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
特
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
自
然
科
学
的
方
法
と
歴
史
・
文
化

学
的
方
法
の
峻
別
に
共
鳴
し
、
歴
史
学
の
自
主
性
を
己
が
精
神
史
の
領
域
に

発
揮
し
よ
う
と
し
た
。
マ
イ
ネ
ケ
は
実
践
を
考
え
る
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
は

異
な
る
。
マ
イ
ネ
ケ
に
あ
っ
て
は
実
践
的
色
調
を
帯
び
る
と
い
っ
て
も
、
思
想

的
観
照
思
索
と
政
治
的
現
実
行
動
と
は
区
別
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
識
が
強

く
作
用
し
、
学
究
と
政
治
家
と
一
応
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
　
（
六

二
四
～
六
二
七
頁
参
照
）
。
　
か
く
て
「
ビ
ス
マ
ル
ク
特
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ

世
の
積
極
活
躍
主
義
に
お
い
て
狂
い
出
し
た
機
械
的
運
動
、
そ
う
し
た
積
極

行
動
主
義
を
許
す
こ
と
を
極
度
に
嫌
っ
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
、
マ
イ

ネ
ケ
の
こ
う
し
た
態
度
は
や
は
り
権
力
と
妥
協
す
る
独
史
風
の
、
否
、
独
昂

族
の
神
秘
に
溺
れ
る
理
解
主
義
の
薄
弱
さ
と
し
て
睡
棄
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
」
　
（
六
二
七
頁
）

　
第
一
次
大
戦
が
起
り
、
敗
戦
国
ド
そ
ツ
と
風
復
さ
れ
ざ
る
イ
タ
リ
ア
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
マ
イ
ネ
ヶ
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
影
響
す
る
。
そ
の
影
響
を
述
べ
た
あ

と
、
千
代
田
氏
は
両
人
の
ゲ
ー
テ
観
を
展
開
す
る
（
六
三
三
～
六
四
二
頁
参

照
）
。
　
こ
の
中
に
お
け
る
著
者
の
文
学
論
は
、
グ
ロ
ー
ト
叙
述
の
際
に
お
け

る
中
期
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
文
学
を
と
り
あ
げ
た
場
合
（
七
五
頁
参
照
）

と
と
も
に
、
著
者
の
視
野
の
広
さ
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
わ
た
し
の
い
う

文
化
史
（
政
治
・
経
済
も
文
学
も
思
想
等
々
を
も
含
め
た
史
述
）
の
叙
述
を

な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
闇
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
外
は
な
い
。

　
さ
て
著
者
に
よ
る
両
者
の
相
違
は
、
以
下
の
ご
と
く
い
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
「
マ
イ
ネ
ケ
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
は
相
近
く
し
て
し
か
も
紙
一
重
の
喰

い
違
い
と
い
う
か
、
次
元
の
違
い
と
い
う
べ
き
か
、
と
に
か
く
合
致
し
な
い

も
の
が
あ
る
。
マ
イ
ネ
ケ
の
史
学
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ

の
所
謂
一
歩
手
前
で
立
ち
止
ま
る
歯
痒
さ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
此
岸
に
し

ば
し
嵩
ん
で
底
知
れ
ぬ
庶
出
な
る
激
流
急
…
備
を
渡
る
べ
く
構
う
。
ク
ロ
ー
チ

ェ
の
史
学
は
彼
爆
に
押
し
渡
る
準
備
を
整
え
て
渡
河
を
敢
行
す
る
発
進
の
刹
・

那
ま
で
を
含
む
、
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
此
処
に
両
者
の
挟
を
別
か

つ
大
切
な
一
点
が
あ
る
、
と
癒
え
ら
れ
よ
う
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
式
に
実
践
は
経

済
政
治
不
二
の
活
動
と
す
れ
ば
宗
激
・
文
化
は
、
極
め
て
微
々
で
は
あ
っ
て

も
極
言
す
れ
ば
、
な
お
若
干
の
孤
独
性
と
静
寂
性
を
残
す
と
い
え
よ
う
。
ゲ

ー
テ
は
文
化
入
と
し
て
極
言
す
れ
ば
悠
然
と
政
治
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

古
き
よ
き
時
代
に
恵
ま
れ
た
天
才
を
祝
福
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
観
え
る
。
」

（
六
五
四
甲
貝
）
　
レ
」
。

　
か
く
し
て
千
代
田
氏
の
結
論
は
、
い
つ
も
の
ご
と
く
極
め
て
控
え
目
で
あ
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評

る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
自
由
主
義
歴
史
学
の
正
統
性

を
認
め
て
い
る
（
六
八
○
頁
参
照
）
よ
う
で
あ
る
。
第
二
篇
第
八
章
に
「
歴

史
主
義
の
二
途
」
と
し
な
が
ら
、
第
二
篇
の
題
目
を
「
西
欧
自
由
主
義
史
学

の
最
高
峰
」
と
し
て
副
題
を
「
ベ
ネ
デ
ッ
ト
ー
ー
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
史
学
」
と
し

た
所
以
で
あ
ろ
う
。

三

　
こ
の
書
は
科
学
研
究
費
の
補
助
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
科
研
補
助
に
よ
る

助
成
は
－
一
1
成
果
刊
行
費
に
よ
る
助
成
で
出
版
す
る
場
合
も
一
－
期
日
に
拘

束
さ
れ
て
平
素
の
思
う
と
こ
ろ
を
尽
し
得
な
い
場
合
が
少
く
な
い
。
頁
数
の

超
過
に
気
を
つ
か
っ
た
も
の
は
、
わ
た
し
ひ
と
り
の
経
験
で
は
あ
る
ま
い
。

お
そ
ら
く
著
者
も
補
遺
の
段
階
を
一
篇
と
し
て
筆
を
振
い
た
か
っ
た
も
の
と

想
像
す
る
の
は
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
幸
に
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は

千
代
田
氏
の
『
史
学
概
論
と
精
神
史
魚
心
』
の
「
第
一
部
わ
た
く
し
の
史
学

概
論
」
第
三
「
史
学
の
展
望
」
に
稽
詳
し
い
。
序
な
が
ら
こ
の
退
官
記
念
論

集
は
小
冊
子
で
は
あ
る
が
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
著
述
で
あ
り
、
本

書
と
表
裏
一
体
と
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。
前
記
グ
ロ

ー
ト
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
し
て
も
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
て
も
、
ま
た
ア
ク
ト
ン
を

と
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
論
文
が
あ
り
、
（
グ
ロ
ー
ト
は
「
広
島
大
文
学

部
紀
要
」
一
八
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
西
洋
史
研
究
」
七
、
そ

し
て
ア
ク
ト
ン
は
広
島
大
最
終
講
義
案
に
加
筆
し
た
も
の
）
、
本
書
へ
の
架

橋
を
な
し
て
い
る
。
と
く
に
本
壽
で
書
き
お
ろ
し
た
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
ベ

ネ
デ
ヅ
ト
H
ク
ロ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
こ
の
第
二
編
の
最
終
章
を

な
す
「
歴
史
主
義
の
愈
々
1
じ
d
窪
①
自
①
簿
o
O
H
o
o
①
と
司
二
①
鳥
ユ
0
7
ン
、
8
7

⇒
①
。
冨
…
」
は
、
原
稿
が
出
版
所
に
あ
る
頃
と
思
わ
れ
る
一
九
六
九
年
一

○
月
一
五
日
、
　
「
広
島
商
大
論
集
」
の
た
め
に
送
ら
れ
て
第
一
〇
巻
第
一
号

の
巻
頭
論
文
と
な
っ
て
い
る
。
）
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
ク
ロ
ー
チ
ェ
こ
そ

は
、
本
書
に
お
い
て
重
要
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
書
き
お
ろ
し
と
し
て
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
・
マ
イ
ネ
ケ
の
条
は
二
つ
の
意

味
で
特
箪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
つ
は
千
代
田
氏
の
中
心
的
研
究
領
域
で
あ
る
比
較
史
学
史
、
と
く
に
わ

た
し
な
り
に
解
釈
し
た
氏
の
比
較
史
学
史
的
研
究
の
頂
点
に
位
置
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
は
こ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
『
史
学
概
論
と
精
神

史
特
講
』
で
は
、
　
「
普
通
史
と
し
て
の
史
学
史
」
の
題
下
に
次
の
ご
と
く
述

べ
て
い
る
。
　
「
…
。
例
え
ば
ベ
ネ
ッ
デ
ッ
ド
巨
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
主
張
す
る
真

の
科
学
的
史
学
は
哲
学
的
で
あ
り
、
真
に
具
体
的
な
哲
学
は
科
学
的
な
史
学

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
真
正
の
科
学
－
真
理
の
探
究
は
、
歴
史
的
な
人
間

の
自
由
に
関
す
る
事
で
あ
っ
て
、
創
造
を
み
と
め
ぬ
白
総
の
知
識
は
、
結
局

功
利
的
便
宜
を
図
る
技
術
に
帰
す
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
真
理
へ
の
道
と

は
い
え
ぬ
、
と
い
う
ヴ
イ
コ
の
思
想
を
つ
い
だ
考
え
方
は
、
期
せ
ず
し
て
遙

か
に
無
意
識
的
に
で
は
あ
る
が
、
自
然
研
究
よ
り
も
人
倫
の
道
に
傾
く
風
あ

る
東
洋
的
思
推
を
も
連
想
せ
し
め
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
確
か
に
一
理
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
多
義
な
概
念
に
つ
い
て
は
此
処
で
よ
り

深
く
立
入
る
暇
を
も
た
な
い
。
」
　
（
『
史
学
概
論
と
精
神
史
特
講
』
五
七
頁
参

照
）
と
。
す
な
わ
ち
六
三
年
の
退
宮
記
念
論
集
に
の
こ
し
て
お
い
た
も
の
の

再
考
が
こ
こ
に
な
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
れ
に
深
く
立
入
っ
た
の

が
、
本
書
第
二
編
の
「
西
欧
自
由
主
義
史
学
の
最
高
峰
ー
ベ
ネ
デ
ッ
ト
H

ク
ロ
…
チ
ェ
の
史
学
1
一
」
　
（
二
九
七
～
六
八
○
頁
）
で
、
長
さ
に
お
い
て
、

内
容
に
お
い
て
、
ま
さ
に
本
書
の
真
髄
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ク
ロ
…
チ
ェ
と
マ
イ
ネ
ケ
の
比
較
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
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あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
わ
た
し
が
強
調
し
た
い
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
千
代
田
氏
が
史
学
史
研
究
の
途
を
踏
み
だ
し
て
四
十
年
、
そ
の
長

い
遍
歴
の
後
、
遭
遇
し
た
数
多
く
の
史
家
群
像
の
中
か
ら
、
氏
は
探
し
求
め

て
い
た
無
二
の
知
己
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
マ
イ
ネ
ケ
よ
り
も
む

し
ろ
ク
ロ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
。
ベ
ネ
デ
ッ
ト
皿
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
史
学
、
そ
れ

は
千
代
田
史
学
と
ま
さ
に
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
千
代
田
氏
が
一
九
六
三
年
『
史
学
概
論
と
精
神
史
特
講
』
を
公
に
し
た
時
、

す
で
に
彼
の
史
学
は
ほ
ぼ
大
成
し
て
い
た
。
し
か
も
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
深
く
読

む
に
い
た
っ
て
、
ま
す
ま
す
一
致
す
る
と
こ
ろ
少
な
か
ら
ぬ
こ
と
を
発
見
し

た
。
一
九
七
〇
年
『
西
欧
自
由
主
義
史
学
の
研
究
』
の
成
る
ま
で
一
厳
密

に
い
う
と
一
九
六
九
年
秋
以
前
1
一
に
馬
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
傾
倒
し
た
こ
と

は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
一
九
五
二
年
一
一
月
二
〇
臼
ク
江
ー
チ
ェ
が
ナ
ポ
リ
で
残
し
て
二
〇
年
、

か
す
に
余
命
を
も
っ
て
し
、
ま
た
千
代
田
氏
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
知
る
こ
と
が

も
う
少
し
早
か
っ
た
な
ら
ば
、
東
西
の
握
手
が
ど
ん
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
、

わ
た
し
は
見
果
て
ぬ
夢
を
お
も
う
の
で
あ
る
。

四

　
し
か
ら
ば
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
、
少
く
と
も
千
代
田
氏
の
そ
れ
と
一
致

す
る
精
神
哲
学
と
そ
れ
に
基
づ
く
史
学
理
論
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
は
い
う
「
ク
廊
ー
チ
ェ
自
身
も
い
っ
た
よ
う
に
、
自
由
主
義
は
極
め
て

実
際
的
な
便
宜
主
義
と
さ
え
見
え
よ
う
。
そ
れ
は
実
現
可
能
の
理
念
を
以

て
冷
厳
に
現
実
を
照
ら
し
、
そ
れ
に
最
も
適
し
た
方
法
を
遂
行
す
べ
く
、
反

省
、
批
判
す
る
。
さ
れ
ば
歴
史
は
自
由
の
実
現
す
る
過
程
に
外
な
ら
ず
、
い

な
真
正
の
自
由
こ
そ
真
正
の
歴
史
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
歴
史
こ
そ
真
正
の

精
神
な
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た
自
由
主
義

を
体
系
づ
け
、
歴
史
主
義
と
　
如
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま

で
の
概
念
を
さ
ら
に
詳
細
に
考
察
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
構
造
と
機
能
と
を

、
理
解
し
た
い
。
い
ま
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
施
大
云
云
の
論
著
の
う
ち
、
限
ら
れ
た

若
干
篇
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
偉
大
な
自
由
主
義
思
想
家
の
現
代
的

意
義
を
、
史
学
史
的
視
角
に
限
り
、
垣
間
見
よ
う
と
す
る
。
み
ず
か
ら
は
か

ら
ざ
る
こ
と
の
甚
だ
し
き
は
、
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
わ
た
く
し
の
史
学
史

巡
礼
の
悲
願
に
お
け
る
本
山
の
一
寺
と
し
て
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
を
覚
え

ず
に
い
ら
れ
な
い
次
第
で
あ
る
」
　
（
＝
二
七
～
八
頁
）
と
。
謙
虚
に
ク
ロ
ー

チ
ェ
に
う
ち
向
か
う
著
者
の
姿
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
ク
質
i
チ
ェ
の
史
学
に
関
す
る
議
論
も
史
述
も
、
彼

の
哲
学
体
系
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
に
史
学
口
哲
学
鰭
科
学
と
い

う
彼
の
独
得
の
理
論
が
根
底
に
あ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
独
自
の
発
想
と
し
て

は
、
掴
別
多
様
の
個
性
的
直
観
が
普
遍
妥
当
性
を
発
揮
し
て
概
念
と
な
り
、

理
論
的
認
識
を
達
成
す
る
と
と
も
に
実
践
行
動
の
機
が
熟
す
る
の
で
、
目
的

と
手
段
と
が
ま
ず
明
確
と
な
り
、
目
的
到
達
の
効
果
能
率
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
広

義
経
済
の
活
動
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
広
義
経
済
に
含
ま
れ
た
功
利
的
技
術
・

自
然
科
学
的
態
度
に
止
ま
ら
な
い
で
精
神
発
展
の
本
領
で
あ
る
普
遍
妥
当
性

に
い
た
り
、
人
間
の
実
存
を
乞
う
す
る
の
に
は
当
然
倫
理
的
次
元
に
い
た
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
絶
対
観
念
論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
千
代
田

氏
は
次
の
ご
と
く
図
式
化
し
て
い
る
。
　
（
三
二
〇
～
三
二
四
頁
）

　
氏
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
～
元
論
に
た
つ
。
千
代
田
氏
に
よ
れ
ば
、
心

と
物
、
精
神
と
物
質
の
二
元
と
す
る
の
は
迷
妄
で
あ
る
。
万
物
の
世
界
と
自

分
自
身
と
の
実
在
を
定
め
て
か
か
る
の
は
、
自
分
が
そ
う
想
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
・
思
う
こ
と
の
外
に
万
物
の
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
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評

　
　
　
（
道
徳
）
　
（
入
道
）

直
観
－
特
殊
個
性
的
表
現

（
想
像
）
　
（
創
造
）

二
）

概
念
　
　
　
百
遍
性
発
揮

（
論
理
）
　
　
　
　
（
具
体
的
判
断
）

美

凝
　
　
細

経
済
－
個
体
的
得
失

真

A内
実
充

実

の
論

理
学

v

美葱

字識
　論
　vt

ノ
虹
謝
コ
｝
4
史
勝
．
一
歴
史
杢
義

｝
レ
｛

　
’
、
み
偽
概
念
と
し
て
仮
構
さ
れ
る
〕

　
ラ

　
、
、
「
（
抽
象
．
分
類
）
　
（
方
便
の
た
め
の
知
能
）

利
－
形
式
論
理
学

　
　
自
然
科
学
・
技
徳
・
数
挙
お
よ
び
一
般
的
集
約
的

　
　
自
然
科
学
的
社
会
・
経
済
・
等
人
．
類
に
関
す
る
科
学

薫
t
／
倫
金
華
に
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
精
神
よ
り
逸
脱
、
似
而
非
科
学

　　

@　
@　
@　

よ
れ
ば
、
自
然
主
義
・
実
証
主
義
・
唯
物
論
な
ど
は
主
体
で
あ
る
精
神
作
用

を
抽
象
し
た
結
果
、
仮
定
さ
れ
た
物
自
体
が
、
そ
の
抽
象
作
用
を
営
む
精
神

を
派
生
す
る
と
い
う
逆
の
考
え
方
で
、
逆
立
ち
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
主
義
は
合
理
的
に
き
び
し
く
批
判

さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
実
践
主
義
に
連
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
か
く
て
第
一
九
世

紀
自
由
主
義
の
精
髄
が
遺
産
と
し
て
現
代
的
生
産
に
害
与
す
る
と
い
う
わ
け

で
あ
っ
た
。
　
（
三
二
九
～
三
三
〇
頁
）

　
千
代
田
氏
は
引
き
続
い
て
精
神
哲
学
の
体
系
を
縷
説
す
る
が
、
そ
の
中
で

v 一．　一．　一一一y．Ys一一一一一一一一一一一一一一一

ー
マ
哲
学

（
真
正
科
学
）

二
つ
程
拾
う
こ
と
に
止
め

よ
う
。
ま
ず
一
つ
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
に
つ
い
て

の
「
区
別
」
と
「
反
対
」

と
の
酸
別
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
反
対
か
ら
区
別
が
生

ず
る
の
で
は
な
い
。
区
別

は
精
神
科
学
と
自
然
科
学

の
ご
と
く
、
い
わ
ば
両
極

性
的
相
違
の
性
格
を
帯
び

る
も
の
で
あ
っ
て
、
＝
兀

論
の
両
極
相
補
の
周
行
が

考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
る
と
、

「
偉
大
な
ヘ
ー
ゲ
ル
で
も
、

こ
の
区
別
と
反
対
と
の
混

同
に
陥
っ
た
憾
み
が
あ

る
」
　
（
一
二
照
五
頁
）
次
第
で
、
本
末
を
誤
っ
た
俗
見
に
堕
し
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
図
式
で
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
経
済
は
実
践
活
動
の
端
を
な
す
も
の
で
あ
る

が
、
主
我
・
我
利
の
行
動
で
、
幼
稚
な
人
達
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ

の
チ
ェ
ザ
レ
臨
ボ
ル
ジ
ア
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
イ
ア
ゴ
だ
、
と
ク
ロ
ー
チ

ェ
は
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
経
済
と
い
う
技
術
的
活
動
は
、
生
産
・
労
働
・

資
本
・
流
通
・
消
費
等
の
狭
義
の
経
済
行
為
の
み
で
な
く
、
政
治
的
な
領
域

は
勿
論
、
独
義
の
文
化
的
活
動
や
広
義
の
宗
教
生
活
な
ど
の
面
で
も
、
そ
れ
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が
、
功
利
性
を
前
景
に
立
て
れ
ば
、
経
済
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
経
済
は
元

来
個
人
的
欲
求
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
社
会
的
体
制
と
な
る
場

合
は
、
必
ず
し
も
自
由
放
任
経
済
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
入
間
の
自

由
が
確
保
さ
れ
る
上
に
必
要
な
条
件
・
状
況
に
応
じ
て
実
現
す
る
筈
な
の
で
、

一
定
の
型
を
設
け
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
。
経
済
が
倫
理
化
さ
れ
る
道
筋

は
多
様
で
あ
り
、
現
実
の
状
況
に
即
す
る
の
で
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
決
し
て

第
一
九
世
紀
的
放
任
自
由
経
済
や
資
本
主
義
に
固
執
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
は
経
済
的
自
由
主
義
と
、
そ
の
克
服
・
超
越
を
含
む
倫
理
的
自
由
主
義
と

を
区
別
し
て
、
経
済
は
当
然
倫
理
に
帰
せ
ず
に
は
済
ま
な
い
こ
と
を
力
説
す
．

　
へ
　
　
　
　
　
む

る
　
　
と

　
技
術
学
と
し
て
の
経
済
学
も
、
真
正
の
技
術
科
学
的
性
格
の
限
界
を
か
ち

う
る
た
め
に
は
、
哲
学
的
反
省
・
批
判
を
加
え
、
通
過
し
て
、
そ
の
性
能
や

限
界
を
し
か
と
弁
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
何
故
の
経
「

済
か
、
と
い
う
人
生
・
文
明
の
意
義
に
連
な
る
愛
知
の
精
神
が
、
究
極
的
に

は
生
活
技
術
や
技
術
学
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

　
か
く
幾
多
の
論
議
を
展
書
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
要
は
図
式
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
図
式
ば
あ
く
ま
で
も
図
式
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

五

　
書
評
と
い
う
も
の
は
、
大
体
に
お
い
て
提
灯
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
も
ち
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
苦
言
を
呈
す
る
の
が
な

ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
提
灯
も
ち
に
よ
っ
て
本
体
の
光
が

薄
く
な
る
よ
う
な
書
物
な
ら
、
出
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
著
者
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
条
に
「
…
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、

い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
思
想
家
ら
し
く
、
拍
象
に
秀
で
な
が
ら
抽
象
的
範
瞬
を

好
ま
ず
、
具
象
の
史
実
を
通
し
て
の
み
普
遍
的
な
理
法
の
直
観
に
達
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
や
バ
イ
ク
や
ス
タ
ー
ル
夫
人
や
テ
ィ
エ
ー

ル
や
ミ
ニ
エ
、
カ
ー
ラ
イ
ル
、
ミ
シ
ュ
レ
、
ル
イ
闘
プ
ラ
ン
、
ラ
マ
ル
テ
ィ

ー
ヌ
等
諸
多
の
文
献
に
強
沖
し
つ
つ
も
、
博
引
傍
証
の
編
纂
的
推
論
に
謙
ら

ず
し
て
、
主
と
し
て
根
本
史
料
に
直
接
す
る
実
証
的
研
究
を
庶
幾
し
た
。
」
（
一

六
四
頁
）
と
。
こ
の
言
葉
は
す
っ
か
り
そ
の
ま
ま
著
者
に
呈
上
し
て
よ
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
鎌
ら
な
か
っ
た
博
引
傍
証
が
決
し
て
千
代
田
氏
に
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
ぐ
、
却
っ
て
そ
の
多
い
の
に
気
が
つ
く
。
た
し
か
に
博

引
傍
証
は
古
い
形
の
史
叙
の
進
め
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
馬
車
馬
の
ご
と

く
坦
々
た
惹
一
路
を
駈
け
ゆ
く
の
が
歴
史
叙
述
の
唯
一
の
途
で
は
あ
る
ま
い
。

「
摂
津
十
菊
扁
　
（
一
〇
二
頁
）
、
　
「
パ
ス
カ
ル
の
箪
」
　
（
一
四
七
頁
）
、
　
「
換

骨
奪
胎
」
　
（
一
五
一
頁
）
な
ど
と
な
る
と
若
い
読
者
は
苦
し
む
も
の
が
あ
ろ

う
が
徒
ら
な
る
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ク
で
も
な
け
れ
ば
、
ひ
と
り
よ
が
り
で
も
な
く

著
者
の
該
博
な
知
識
の
自
然
の
露
呈
と
し
て
許
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
グ
ロ

ー
ト
の
リ
ュ
コ
ル
ゴ
ス
伝
の
記
述
（
三
九
頁
）
、
同
じ
く
ペ
リ
ク
レ
ス
評
（
五

六
頁
）
、
さ
ら
に
フ
ユ
ス
テ
ル
ー
ー
ド
ー
ー
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
に
因
ん
だ
古
代
社
会

の
研
究
（
一
八
六
〇
年
代
）
の
記
事
な
ど
す
べ
て
こ
れ
で
あ
る
。

　
序
な
が
ら
わ
た
し
の
希
望
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
立
論
の

基
礎
と
な
コ
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
詳
し
く
ほ
し
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
場
末
に
多
少
の
補
注
は
つ
い
て
い
る
が
、
簡
略

に
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
あ
の
彪
大
な
論
著
の
根
本
史
料
の
出
典
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
だ
け
で
も
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
根
本
史
料
で
な

い
文
献
を
羅
列
す
る
こ
と
は
、
到
底
煩
に
堪
え
る
も
の
で
な
い
。
著
者
は
す

で
に
七
十
二
才
で
あ
ら
れ
る
か
ら
、
氏
に
そ
の
労
を
望
む
も
の
で
な
い
が
、
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評i．lt

口

他
日
機
会
を
得
て
若
い
学
者
に
、
そ
の
苦
労
を
わ
け
て
も
ら
い
度
ご
と
で
あ

る
。
わ
た
し
が
そ
れ
を
痛
切
に
感
じ
た
の
は
二
一
〇
頁
の
「
モ
ル
ガ
ン
を
最

新
科
学
的
と
し
て
採
用
し
た
唯
物
史
観
側
が
こ
れ
に
反
対
す
る
の
は
、
例
え

ば
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
如
き
、
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
得
る
所
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
出
典
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
．
A
・
コ
ッ
バ
ン
（
三
五
頁
）
に

つ
い
て
も
い
え
る
。
お
よ
そ
コ
ッ
パ
ン
に
は
少
く
と
も

＠＠＠＠
等
々
の
ど
れ
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
か
。

て
宿
老
か
ら
多
く
を
も
ら
お
う
と
す
る
わ
た
し
の
慨
怠
の
心
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

〉
招
0
9
ω
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臨
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お
閃
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昌
O
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図
①
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。
ご
試
o
p

国
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昌
H
o
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①
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昌
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①
く
○
洋
9
α
q
巴
二
舞
叶
ぴ
①
国
お
算
⑦
－

①
昌
陸
置
O
①
冨
叶
β
「
譜

図
O
ロ
ω
門
閥
Φ
P
昌
帥
旨
α
け
げ
⑦
レ
幽
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α
①
冠
旨
ω
酔
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叶
¢
●

》
頃
冨
8
興
団
。
｛
彰
。
α
学
海
司
冠
p
詳
o
ρ
ω
＜
o
｝
ω
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
こ
れ
も
自
ら
の
労
を
省
い

占tN

　
近
代
の
歴
史
学
を
問
題
に
す
る
場
合
、
時
代
背
景
と
し
て
の
資
本
主
義
社

会
と
史
学
理
論
と
し
て
の
唯
物
史
観
を
除
外
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
史
学
研
究
者
の

義
務
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
い
う
と
こ
ろ
の
意
味
は
、
四
、

ル
ク
ス
主
義
の
信
者
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
千
代
田
琉
の
従
来
も
の
さ
れ

た
諸
書
に
あ
っ
て
は
、
経
済
関
係
の
叙
述
が
極
め
て
少
い
。
ま
し
て
史
的
唯

物
論
な
い
し
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
氏
の
第
四
の
大
著
『
西
欧
自
由
主
義
史
学
の
研
究
』
に
お
い

て
は
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と
こ
ろ
五
〇
ケ
所
を
下
ら
ず
、
す
で
に

述
、
～
た
よ
う
に
学
説
と
し
て
の
マ
ル
グ
入
理
論
の
み
な
ら
ず
ト
生
産
関
係
・

労
働
問
題
・
階
級
闘
争
・
実
践
等
々
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
千
代
田
氏
の
論
述
か
ら
は
、
想

像
も
さ
れ
な
か
っ
た
飛
躍
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
対
す
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
次
の
ご
と
き
三

点
が
想
定
さ
れ
る
。

　
ω
　
主
題
の
時
代
が
世
界
経
済
発
展
の
時
代
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
資
本

　
　
主
義
の
最
終
段
階
に
進
み
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
経
済
史

　
　
的
老
・
察
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
の
理
論
を
除
外
し
て
は
、
歴

　
　
史
を
考
え
、
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

　
②
　
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
史
学
が
、
ま
ず
ラ
ブ
リ
オ
ラ
か
ら
出
発
し
て
、
マ
イ

　
　
ネ
ケ
と
異
な
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
な
ど
の
批
判

　
　
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
研
究
と
と
も
に
マ
ル
ク

　
　
ス
な
ど
の
研
究
が
避
け
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

　
㈲
　
そ
れ
ら
と
は
関
係
な
く
、
否
、
関
係
が
で
き
た
と
し
て
も
そ
れ
は
後

　
　
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
千
代
田
氏
自
身
そ
の
史
学
樹
立
の
た
め
に
経
済
方

　
　
面
の
軽
視
を
不
可
と
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
学
理
論
を
、
そ
れ
を
排

　
　
除
す
る
と
援
用
す
る
と
に
拘
ら
ず
、
一
応
研
究
対
象
と
し
て
と
っ
く
ん

　
　
だ
こ
と
。

　
　
そ
し
て
こ
の
た
め
に
は
早
く
も
一
九
六
〇
年
以
後
、
お
そ
ら
く
は
一
九

　
　
六
童
年
著
者
が
広
島
商
科
大
学
の
学
長
と
し
て
赴
任
し
た
機
会
が
捉
え

　
　
ら
れ
た
と
晃
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
決
定
す
る
史
料
は
も
ち
舎
せ
て
い
な
い
。
あ

る
い
は
強
弱
の
点
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
全
体
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
て
わ
れ
わ
れ
が
、
千
代
田
史
学
に
つ
い
て
常
に
印
象
を
受
け
た
も
の
は
、
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同
じ
精
神
史
と
し
て
も
む
し
ろ
マ
イ
ネ
ケ
的
で
あ
っ
た
。
　
『
史
学
概
論
と
精

神
史
特
講
』
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
鼻
取
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
岬
、
イ

ネ
ケ
的
精
神
史
学
は
、
現
代
の
社
会
経
済
史
編
重
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
自

ら
を
主
張
す
る
の
に
は
あ
ま
り
に
弱
す
ぎ
る
。
こ
れ
を
強
硬
に
う
ち
出
し
て

ゆ
く
た
め
に
は
、
経
済
史
学
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
戦
い
、
そ
れ

を
乗
り
超
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
本
書
『
西
欧
自
由
主
義
史
学
の
研
究
』

出
来
の
意
義
が
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
千
代
田
史
学
大
成
の
意
味
で
も
あ
る
と

思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
を
超
克
す
る
こ
と
は
容
易
の
業
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
酸
険
は
打
ち
越
え
難
き
も
の
で
あ
る
。
七
十
二

才
の
氏
が
こ
の
困
難
な
る
作
業
を
や
っ
て
の
け
る
の
に
は
絶
大
な
る
決
意
が

必
要
で
あ
っ
た
と
思
う
。
　
「
後
記
」
に
よ
れ
ば
氏
の
健
康
も
十
分
で
な
か
っ

た
こ
と
が
読
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
べ
ネ
デ
ッ
ト
ー
ー
ク
ロ
ー

チ
ェ
は
氏
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
よ
い
伴
侶
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
終
に
先
輩
の
著
書
に
対
し
て
批
評
を
敢
て
し
た
非
礼
を
許
さ
れ
る
と
と
も

に
、
著
者
の
い
よ
い
よ
尊
母
あ
ら
ん
こ
と
を
祈
る
や
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
（
A
5
判
　
七
五
～
頁
　
索
引
一
六
百
ハ
昭
和
四
六
年
三
月
　
亜
紀
露
房
刊
　
定
価

　
四
、
一
　
○
○
円
）
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立
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教
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