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大
系
日
本
の
歴
史
1

　
本
書
は
大
系
臼
本
の
歴
史
（
全
一
五
巻
）
の
第

一
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、
一
般
読
者
を
主
に
対

象
と
し
た
属
本
先
史
時
代
の
通
史
で
あ
る
。
今
日
、

膨
大
な
発
掘
調
査
に
と
も
な
う
考
古
学
的
情
報
は

加
速
度
的
に
増
加
し
て
お
り
、
研
究
老
が
ひ
と
り

で
こ
れ
ら
を
体
系
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
ま
す
ま

す
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
幾
然
の
事
な

が
ら
研
究
者
は
あ
る
地
域
な
り
無
代
な
り
を
さ
ら

に
細
か
く
深
く
追
究
す
る
と
い
う
専
門
分
化
し
て

ゆ
く
傾
向
が
強
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
考
古

学
研
究
者
が
ひ
と
り
で
日
本
先
史
時
代
を
叙
述
す

る
こ
と
は
大
変
困
難
な
ま
た
勇
気
の
い
る
作
業
で

あ
ろ
う
。
著
者
は
新
た
に
掘
り
起
こ
さ
れ
た
最
薪

の
考
古
学
的
事
実
、
特
に
関
連
諸
科
学
と
の
共
同

研
究
に
よ
る
今
ま
で
は
期
待
し
得
な
か
っ
た
よ
う

な
成
果
を
豊
富
に
取
り
入
れ
、
著
者
が
近
年
進
め

て
い
る
世
界
の
先
史
文
化
や
民
族
例
と
の
比
較
を

と
お
し
て
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
個
性
的
な
叙
述
を
つ

く
り
上
げ
た
。
著
者
自
ら
が
「
ま
っ
た
く
新
し
い
」

と
評
す
る
日
本
先
史
時
代
史
が
本
書
で
あ
る
。

　
最
初
に
本
書
の
構
成
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
章
別

構
成
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
、
章
に
あ
た
る
部
分

を
記
し
、
叙
述
の
便
宜
上
、
番
号
を
付
し
て
お
く
。
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構
成
を
一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

通
史
に
あ
り
が
ち
な
先
土
器
、

つ
た
時
代
名
を
冠
す
る
章
別
構
成
を
と
ら
ず
、

史
文
化
の
様
々
な
様
相
を
ト
ピ
ッ
ク
的
に
取
り
上

げ
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い

る
。
内
容
的
に
は
一
は
序
章
に
あ
た
り
、
1
～
選

は
先
土
器
文
化
、
W
～
K
は
縄
文
文
化
、
X
～
短

は
弥
生
文
化
に
関
す
る
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
1

い
っ
か
ら
日
本
人
か
一
は
じ
め
に
一

岩
宿
時
代
の
日
本

石
の
刃
の
威
力

土
器
と
弓
矢
と
イ
ヌ
と

山
の
幸

海
の
幸

縄
紋
人
と
現
代
人

住
ま
い
と
環
境

冠
婚
葬
祭

米
の
文
化

鉄
と
青
銅
の
世
紀

邪
馬
台
国
前
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
縄
文
、
弥
生
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
先

を
除
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
は
二
～
五
の
節
に
相

当
す
る
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
土
器
を
使
用

し
た
狩
猟
採
集
民
の
文
化
で
あ
る
縄
文
文
化
に
比

重
が
お
か
れ
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

　
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
拙
な
い
要
約
で
は
か

え
っ
て
本
文
の
味
を
損
ね
る
結
果
に
な
ろ
う
。
細

か
な
内
容
に
つ
い
て
は
直
接
本
書
に
あ
た
っ
て
い

た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
本
書
の
特
色
と
考

え
ら
れ
る
点
を
記
し
、
そ
の
後
、
一
、
二
気
付
い

た
点
を
指
摘
し
て
紹
介
に
か
え
た
い
と
思
う
。

　
本
書
の
特
色
の
第
一
は
最
近
、
判
明
し
た
ば
か

り
の
最
新
の
成
果
、
特
に
関
連
諸
科
学
に
よ
る
成

果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
叙
述
に
生
か
し
て
い

る
点
で
あ
ろ
う
。
石
器
や
土
器
、
あ
る
い
は
土
中

に
残
る
脂
肪
酸
の
分
析
に
よ
る
狩
猟
対
象
や
煮
炊

き
の
内
容
等
の
復
元
、
灰
像
法
に
よ
る
植
物
種
子

の
研
究
、
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
法
に
よ
る
稲
の
研

究
等
、
こ
こ
数
年
で
飛
躍
的
に
解
明
さ
れ
つ
つ
あ

る
事
柄
で
あ
り
、
こ
う
し
た
関
連
諸
科
学
と
の
共

同
研
究
に
よ
る
成
果
を
抜
き
に
し
て
は
先
史
文
化

を
復
元
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
に
な
り
つ
つ

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
は
世
界
の
先
史
文
化
例
や
民
族
誌
的
事
例

を
豊
富
に
取
入
れ
、
比
較
文
化
的
方
法
を
と
っ
て

い
る
点
に
あ
る
。
考
古
資
料
は
そ
れ
自
体
、
雄
弁
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介紹

に
も
の
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
、
概
説
書

が
考
古
遺
物
や
遺
跡
自
体
の
説
明
に
終
始
す
る
と

い
う
こ
と
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
。
著
者
は
世
界

の
先
史
文
化
例
や
民
族
事
例
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
様
梢
を
復
元
し
、

ま
た
、
文
化
比
較
か
ら
日
本
先
史
文
化
ひ
い
て
は

そ
れ
に
つ
な
が
る
日
本
文
化
の
世
界
史
の
申
に
お

け
る
特
色
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
先
史
時

代
人
の
生
活
を
重
視
し
、
社
会
の
様
々
な
様
相
を

復
元
す
る
方
向
は
歴
史
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
社

会
史
の
盛
行
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
第
三
は
図
や
比
喩
を
駆
使
し
た
、
簡
易
平
弱
な

叙
述
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
研
究
者
が
ふ
だ
ん
用

い
る
専
門
用
語
は
一
般
の
人
に
は
馴
染
み
に
く
く
、

本
書
の
よ
う
な
一
般
向
け
の
書
物
の
場
合
、
い
か

に
分
か
り
や
す
く
成
果
を
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
重
要
な
課
題
に
な
る
。
著
者
は
、
「
日
本
考

古
学
で
は
、
穴
の
こ
と
を
『
土
坑
』
（
土
坑
）
と
よ

ん
で
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
難
解
な
用
語
に
は
説

明
を
付
け
、
ま
た
、
結
果
の
み
で
な
く
、
新
た
な

成
果
が
判
明
し
、
そ
れ
が
堤
起
さ
れ
て
ゆ
く
研
究

過
程
を
伝
え
る
こ
と
で
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
叙
述
に

仕
上
げ
て
お
り
、
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
ユ
ニ

ー
ク
な
比
喩
と
あ
い
ま
っ
て
、
一
般
読
者
が
興
味

深
く
学
べ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
は
「
考
古
学
を
や
さ
し
く
し
よ
う
」
と
い

う
提
言
を
な
し
、
考
古
学
の
成
果
を
分
か
り
や
す

く
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
に
腐
心
す
る
著
者
の
見

事
な
実
践
の
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
一
、
二
気
付
い
た
点
に
つ
い
て
記
し
て

お
き
た
い
。
本
書
は
一
般
向
け
の
書
物
で
あ
る
が

今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
独
自
の
見
解
が
い
く
つ
か

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
時
代
区
分
に
関
す

る
問
題
が
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
土
器
使
用
以
前

の
文
化
・
時
代
を
何
と
呼
ぶ
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
新
た
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
現
在
、
考
古
学

で
は
土
器
使
用
以
前
の
文
化
・
時
代
に
つ
い
て
先

土
器
文
化
（
時
代
）
な
い
し
は
旧
石
器
文
化
（
時

代
）
の
呼
称
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、

「
先
土
器
（
プ
レ
賦
セ
ラ
ミ
ヅ
ク
）
時
代
と
い
う

表
現
は
、
土
器
嵐
現
に
先
立
つ
時
代
と
い
う
意
味

で
あ
っ
て
、
そ
の
直
前
の
時
代
を
指
し
、
一
中
略
一

長
大
な
こ
の
時
代
を
表
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
」
と
し
、
ま
た
、
「
旧
石
器
時
代
と
い
う
表

現
は
、
当
然
、
新
石
器
聴
代
に
対
す
る
表
現
で
あ

る
。
し
か
し
、
あ
と
で
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
、
日

本
に
は
新
石
器
時
代
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え

る
べ
き
」
で
あ
り
、
旧
石
器
時
代
の
細
別
法
も
大

陸
の
旧
石
器
時
代
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

八
幡
　
郎
、
角
田
文
衛
両
氏
が
か
つ
て
提
起
し
た

こ
と
が
あ
る
「
岩
宿
時
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱

し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
時
代
の
名
称
と
い
う
即

題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

日
本
に
新
石
器
時
代
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え

る
の
か
と
い
う
点
や
時
代
名
と
文
化
名
と
の
本
来

的
あ
り
方
等
も
含
め
て
、
今
後
大
い
に
議
論
を
要

す
る
提
起
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
や
や
気
に
な
っ
た
点
を
記
し
て
お
き

た
い
。
著
者
は
、
縄
文
晩
期
亀
ケ
岡
文
化
に
お
け

る
奴
隷
の
存
在
を
民
族
例
か
ら
類
推
し
て
い
る
。

亀
ヶ
岡
文
化
の
奴
隷
の
存
否
は
今
後
実
証
さ
れ
る

べ
き
大
き
な
問
題
で
あ
る
し
、
奴
隷
の
存
在
1
1
奴

隷
制
社
会
で
は
な
い
。
記
述
は
一
般
の
人
に
亀
ケ

岡
文
化
が
奴
隷
制
社
会
で
あ
る
よ
う
な
誤
解
を
生

み
幽
す
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
と
も
あ
れ
、
本
書
は
最
新
の
考
古
学
の
成
果
や

世
界
の
枠
組
み
の
中
で
日
本
先
史
文
化
の
特
色
が

活
写
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
刊
行
が
考
古
学
に
対

す
る
一
般
の
人
々
の
関
心
を
ま
す
ま
す
高
め
る
役

割
を
果
た
す
も
の
と
確
信
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

考
古
学
の
社
会
的
役
割
に
対
す
る
自
覚
が
さ
ら
に

要
請
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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