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歴
史
家
の
営
み
と
は
、
つ
ま
り
門
歴
史
を
書
く
」
と
は
、
本
来
ど
う
あ
る

べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
、
過
去
の
事
実
を
再
構
築
し
、
そ
こ
に
潜
む
因
果
関

係
の
糸
を
た
ぐ
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
は
、
こ
う
述
べ
て
差
し

支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
が
正
当
な
手
続
き
を
踏
ん

で
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
歴
史
家
の
独
り
よ
が
り
に
陥
る
こ
と
は
な

く
、
時
間
や
空
間
に
と
ら
わ
れ
ず
に
不
特
定
多
数
の
人
び
と
に
よ
っ
て
等
し

く
共
有
さ
れ
う
る
。
か
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
色
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
描
か

れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
世
紀
後
半

に
吹
き
荒
れ
た
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
に
よ
る
歴
史
学
批
判
の
嵐
は
、
｝

時
期
は
歴
史
研
究
の
存
在
意
義
を
根
本
か
ら
揺
る
が
し
た
。
い
わ
く
、
客
観

的
な
過
去
な
ど
幻
想
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
き
わ
め
て
主
観
的
な
叙
述
を

な
し
て
き
た
歴
史
家
は
過
去
の
欺
隔
を
認
め
、
小
説
家
と
し
て
の
腕
を
磨
く

べ
き
で
あ
る
、
と
。
今
世
紀
に
入
っ
て
、
こ
の
論
争
は
い
っ
た
ん
落
ち
着
い

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
問
題
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
し
て
は
い
な
い
。
互
い
が
納
得
し
な
い
ま
ま
に
放
概
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
こ
の
問
題
は
曖
昧
な
ま
ま
に
残
し
て
よ
い
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、

今
一
度
、
歴
史
家
の
立
場
か
ら
き
ち
ん
と
発
言
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
る
。

　
本
書
は
以
上
の
よ
う
な
決
意
か
ら
、
長
年
プ
ロ
の
歴
史
家
と
し
て
大
学
に

奉
職
し
て
き
た
著
者
が
、
「
歴
史
を
書
く
」
こ
と
の
可
能
性
を
あ
ら
た
め
て

問
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に
は
、
～
般
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
争
の
書

物
と
は
大
き
く
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。
上
述
の
問
い
に
著
者
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
歴
史
叙
述
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
「
迂
遠
で
場
違
い
な
方
法
」
（
一
二
頁
）

と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
著
者
の
方
法
を
下
支
え
す

る
の
は
、
著
者
本
来
の
専
門
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
に
あ
る
と
い
う
「
地
の

利
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
歴
史
学
の
基
本
的
な
問
題
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に

お
い
て
す
で
に
蹴
そ
ろ
っ
て
い
る
し
（
二
九
六
頁
）
と
い
う
著
者
の
信
念
で

あ
る
。
こ
の
考
え
の
も
と
、
本
書
は
ま
ず
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
ト
ゥ
キ
ユ
デ
イ
デ

ス
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
ら
、
三
人
の
歴
史
家
の
歴
史
叙
述
に
た
い
す
る
姿
勢
を

再
検
し
、
そ
の
の
ち
に
近
代
歴
史
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
へ
と
立
ち
帰
る
、
と

い
う
構
成
を
と
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
本
書
の
内
容
を
、
そ
の
メ
イ
ン
・
ラ

イ
ン
が
浮
か
び
あ
が
る
よ
う
な
「
筆
太
の
輪
郭
」
（
こ
れ
は
、
著
者
が
ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
歴
史
叙
述
に
た
い
し
て
用
い
た
表
現
で
あ
る
）
を
も
っ
て

描
き
出
そ
う
。

　
本
書
で
著
者
は
、
歴
史
叙
述
に
と
っ
て
必
要
な
要
素
は
主
体
性
と
批
判
的

姿
勢
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
王
の
事
績
を
無
批
判
に
記
録
す
る

『
書
経
幽
『
春
秋
馳
、
あ
る
い
は
匿
名
の
ま
ま
叙
述
さ
れ
た
噸
旧
約
聖
書
蝕
の

記
述
な
ど
は
、
歴
史
叙
述
の
名
に
値
し
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、

107　（849）



前
六
世
紀
に
「
ミ
レ
ト
ス
の
人
ヘ
カ
タ
イ
オ
ス
は
か
く
語
る
」
と
い
う
一
節

に
よ
り
叙
述
の
主
体
を
高
ら
か
に
宣
書
し
た
ヘ
カ
タ
イ
オ
ス
に
、
そ
の
二
つ

を
同
時
に
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
批
判
精
神
は
、
残
念
な
が
ら
、
時
代

（
年
号
）
や
数
値
の
修
正
程
度
で
あ
り
、
本
質
的
な
領
域
に
ま
で
は
届
か
な

か
っ
た
と
は
い
え
、
ヘ
カ
タ
イ
オ
ス
が
の
ち
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
誕
生
へ
の
地
な

ら
し
を
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
第
～
章
「
歴
史
叙
述
の
起
源
」
）
。

　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
㎞
の
書
き
出
し
、
「
本
書
は
、
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス

出
身
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
、
云
々
」
か
ら
は
、
確
か
に
ヘ
カ
タ
イ
オ
ス
以
来
の

「
主
体
姓
と
責
任
の
所
在
」
（
五
四
頁
）
の
意
識
を
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
、

「
ギ
リ
シ
ア
人
や
異
邦
人
（
バ
ル
バ
ロ
イ
）
の
果
し
た
偉
大
な
驚
嘆
す
べ
き

事
蹟
の
数
々
も
、
や
が
て
世
の
人
に
知
ら
れ
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
、
み
ず

か
ら
研
究
調
査
し
た
と
こ
ろ
を
書
き
述
べ
た
」
と
、
執
筆
の
自
的
を
続
け
る

彼
の
史
書
は
、
歴
史
叙
述
の
名
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ

ロ
ド
ト
ス
の
特
徴
と
し
て
、
叙
述
の
舞
台
裏
、
す
な
わ
ち
過
去
を
再
構
築
す

る
過
程
を
読
者
に
隠
さ
な
い
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
情
報

の
出
所
を
明
ら
か
に
し
（
「
ペ
ル
シ
ア
人
に
よ
れ
ば
」
「
エ
ジ
プ
ト
人
に
よ
れ

ば
」
な
ど
）
、
そ
れ
を
読
者
の
前
で
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
し
て
見
せ
、
と
き
に

最
終
的
な
判
断
を
読
者
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
す
ら
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に

情
報
を
吟
味
す
る
彼
の
姿
勢
は
、
た
と
え
本
人
に
「
歴
史
を
書
く
」
と
い
う

自
覚
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
歴
史
学
の
誕
生
を
告
げ
る
も
の
」

（
八
六
頁
）
と
見
倣
し
て
よ
か
ろ
う
（
第
二
章
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
　
　
轟
実
と

は
情
報
で
あ
る
篇
）
。

　
一
方
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
双
壁
を
成
す
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
大
歴
史
家
、
ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
か
つ
て
ト
ゥ
キ
ュ
デ
イ
デ

ス
は
、
「
歴
史
の
父
扁
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
た
い
し
て
、
「
実
証
的
歴
史
学
の
父
」

「
科
学
的
歴
史
学
の
檀
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
で
は

む
し
ろ
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
を
一
大
歴
史
ド
ラ
マ
の
ご
と
く
に
と
ら
え
、

「
筆
太
の
輪
郭
」
（
主
体
的
な
情
報
の
取
捨
選
択
）
に
よ
る
歴
史
叙
述
を
な

し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
評
価
が
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
著
者

も
、
こ
の
筆
致
こ
そ
が
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
を
し
て
門
真
補
し
、
す
な
わ
ち

も
の
の
実
像
を
訴
え
か
け
る
歴
史
家
へ
と
高
め
た
と
見
る
。

　
過
去
の
再
構
築
の
問
題
に
目
を
む
け
る
と
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
情
報
を
吟
味

す
る
様
子
を
公
表
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
ニ

ュ
ー
ス
・
ソ
…
ス
や
検
証
過
程
を
読
者
に
教
え
て
く
れ
な
い
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ

ィ
デ
ス
と
事
実
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
も
と
り
わ
け
問
題
と
さ
れ
て
き
た

の
が
、
彼
の
史
書
の
じ
つ
に
五
分
の
一
強
を
占
め
る
「
演
説
」
の
箇
所
で
あ

る
。
こ
れ
ら
「
演
説
」
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に
彼
自
身
が
耳
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
も
の
や
、
史
家
の
脚
色
・
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
「
創
作
」
と
し
て
排
除

す
べ
き
で
は
な
く
、
「
真
実
」
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
た
め
の
表
現
方
法

（一

墲
ﾌ
弁
論
術
）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
こ

の
点
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
実
証
主
義
的
な
歴
史
学
を
穏
指
し
た
ラ
ン
ケ

よ
り
も
、
じ
つ
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
旗
手
、
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
に

通
じ
る
歴
史
家
だ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
第
三
章
「
ト
ゥ
キ
ュ

デ
イ
デ
ス
ー
1
－
事
実
と
は
解
釈
で
あ
る
」
）
。

　
本
書
で
メ
イ
ン
に
あ
つ
か
う
最
後
の
歴
史
家
は
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
で
あ
る
。

彼
は
ア
カ
イ
ア
連
邦
の
有
力
政
治
家
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
ロ
ー
マ
帝
国

の
要
人
の
も
と
人
質
と
し
て
過
ご
し
た
と
い
う
自
ら
の
経
験
を
活
用
し
、
の

ち
に
政
治
家
を
志
す
人
間
に
と
っ
て
「
実
践
に
役
立
つ
歴
史
」
（
一
五
一
買
）

の
叙
述
を
目
指
し
た
歴
史
家
で
あ
っ
た
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
歴
史
書
に
は
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評書

「
真
実
」
と
い
う
語
が
頻
出
し
て
く
る
が
、
こ
れ
を
用
例
分
析
に
か
け
れ
ば
、

「
事
実
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
」
（
二
〇
～
頁
）
が
、
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
的
な

「
真
実
」
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
に
、
実
地
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
正
確

さ
扁
に
た
い
す
る
史
家
の
自
負
が
垣
間
見
え
よ
う
。
正
確
な
事
実
を
重
ん
じ

る
と
い
う
点
で
は
、
従
来
「
実
証
史
学
の
舌
偏
と
さ
れ
て
き
た
ト
ゥ
キ
ュ
デ

ィ
デ
ス
の
後
継
者
と
見
倣
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
ト

ゥ
キ
ュ
デ
イ
デ
ス
に
は
な
り
切
れ
な
い
（
な
り
た
く
は
な
い
）
ポ
リ
ュ
ビ
オ

ス
の
姿
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
文
体
の
面
に
現

れ
る
。
ロ
ー
マ
時
代
の
文
芸
批
評
家
、
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
デ
ィ
悪
習
ュ

シ
オ
ス
は
、
『
文
章
構
成
法
聴
（
四
・
一
五
）
の
な
か
で
、
「
最
後
ま
で
読
み

通
す
に
耐
え
な
い
よ
う
な
著
作
を
世
に
残
し
扁
た
歴
史
家
と
し
て
、
ポ
リ
ュ

ビ
オ
ス
の
名
を
あ
げ
る
。
彼
自
身
も
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
よ
う
に
は
な

り
た
く
な
い
と
い
う
意
識
を
の
ぞ
か
せ
て
お
り
、
演
説
の
能
力
を
誇
示
す
る

よ
り
も
、
言
わ
れ
た
こ
と
の
な
か
で
何
が
重
要
で
あ
る
か
を
見
出
す
こ
と
こ

そ
史
家
の
務
め
と
す
る
見
解
を
表
明
し
（
『
歴
史
騙
三
六
・
一
・
一
－
七
）
、

「
演
説
」
の
な
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
を
導
入
し
た
ト
ゥ
キ
ュ
デ
イ
デ

ス
を
暗
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
は
事
実

を
懸
命
に
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
一
方
で
、
文
学
と
し
て
の
レ
ヴ
ェ

ル
の
低
さ
、
あ
る
い
は
文
体
の
生
彩
さ
を
欠
い
た
歴
史
叙
述
を
な
し
た
歴
史

家
で
も
あ
っ
た
の
だ
（
第
四
章
「
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
ー
1
事
実
の
正
確
な
理
解

を
」
）
。

　
第
五
章
「
「
循
環
史
観
」
と
い
う
神
話
偏
は
、
前
章
の
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
の

歴
史
観
か
ら
派
生
し
た
章
で
あ
り
、
著
者
自
身
が
「
本
書
の
メ
イ
ン
・
ラ
イ

ン
か
ら
は
少
し
は
ず
れ
る
け
れ
ど
も
」
（
二
〇
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
歴
史
叙
述
と
事
実
の
あ
り
方
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
も
詳
し
く
は
紹
介
し
な
い
が
端
的
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
本
章
の
目

的
は
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
歴
史
を
循
環
す
る
と
考
え
て
い
た
」
と
す
る

想
定
、
す
な
わ
ち
「
循
環
史
観
」
を
論
駁
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
以
上
、
三
人
の
歴
史
家
の
事
実
に
た
い
す
る
姿
勢
を
検
討
し
た
の
ち
、
第

六
章
「
ラ
ン
ケ
の
歴
史
学
と
そ
の
後
ー
ー
事
実
と
は
史
料
で
あ
る
」
で
、
近

代
歴
史
学
以
降
の
歴
史
叙
述
と
客
観
性
を
め
ぐ
る
問
題
へ
と
再
び
帰
る
。
こ

の
章
に
は
本
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
も
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
著
者
は
、
客
観
的

事
実
を
重
視
し
史
料
批
判
を
確
立
し
た
「
ラ
ン
ケ
的
」
歴
史
学
成
立
の
過
程

お
よ
び
学
問
と
し
て
の
歴
史
の
成
立
に
つ
い
て
圓
顧
す
る
。
ラ
ン
ケ
が
活
躍

し
た
一
九
世
紀
か
ら
、
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
誰
に
と
っ
て
も
客
観
的

な
歴
史
学
は
存
在
す
る
と
い
う
「
楽
観
的
な
空
気
」
三
四
〇
頁
）
が
支
配

し
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
第
一
次
大
戦
を
経
験
し
た
の
ち
一
九
三
〇
年
代
に

は
早
く
も
そ
の
行
き
詰
ま
り
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
「
1
　
客
観
的

歴
史
学
の
成
立
と
そ
の
問
題
点
」
）
。
そ
の
後
著
者
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト

ら
に
よ
る
伝
統
的
歴
史
学
に
た
い
す
る
批
判
を
ま
と
め
、
し
か
し
そ
こ
に
は

歴
史
学
に
た
い
す
る
誤
解
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ス
ト
ら
が
批
判
す
る
、
歴
史
学
に
お
け
る
「
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
」
を

書
く
こ
と
、
と
は
「
過
去
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
」
説
明
す
る
こ
と
、
で
は
な

く
、
「
根
拠
の
な
い
作
り
ご
と
は
語
ら
な
い
繍
、
「
史
料
的
な
裏
づ
け
を
し
な

が
ら
語
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
は
ず
、
と
反
論
す
る
の
で
あ
る
。
と
く

に
著
者
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
に
よ
る
客
観
姓
の
否
定
が
、
学
問
の
世

界
に
無
秩
序
な
状
態
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
危
惧
す
る
。
歴
史
を

学
問
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
論
理
・
解
釈
の
絶
え
ざ
る
吟
味
、
す

な
わ
ち
最
大
多
数
に
と
っ
て
の
最
大
限
の
共
通
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
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力
す
る
し
か
な
い
、
と
著
者
は
主
張
す
る
の
だ
（
「
2
　
克
服
へ
の
道
の
模

索
」
）
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
、
歴
史
と
文
学
作
品

（
小
説
／
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
む
し
ろ
相

違
点
も
き
ち
ん
と
認
識
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
諭
す
。
す
な
わ
ち
、
「
歴
史

研
究
の
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
事
実
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
、
こ
だ
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
裏
づ
け
と
な
る
史
料
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
肝
要
」

（
二
七
四
頁
）
な
の
で
あ
る
（
「
3
　
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
）
。

　
以
上
の
諸
声
を
経
た
の
ち
、
い
ま
歴
史
研
究
者
に
「
何
が
可
能
か
扁
（
終

章
）
と
問
わ
れ
た
と
き
、
著
者
は
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
工
夫
し
た
「
語

り
」
を
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
史
料
（
根
拠
）
に
も
と
つ
く
叙
述
を
目
指
す

べ
き
、
と
の
意
見
を
あ
ら
た
め
て
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
を
手
に
し
た
読
者
な
ら
ば
だ
れ
し
も

が
、
非
常
に
難
解
な
テ
ー
マ
を
な
る
べ
く
広
範
な
読
者
暦
に
訴
え
る
べ
く
、

可
能
な
限
り
噛
み
砕
い
た
労
作
、
と
い
う
感
想
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
本
書
の
箭
提
に
関
わ
っ
て
、
以
下
に
二
つ
の
論
点
を
提
示
し
た
い
。

　
著
者
は
、
本
書
「
序
章
扁
の
四
頁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
二
〇
世
紀

の
後
半
、
と
く
に
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
大
き
な
論
議
を
呼
ん

だ
歴
史
学
批
判
、
一
般
に
「
言
語
論
的
転
回
」
、
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
、

「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
議
論
（
以
下
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」

で
代
表
さ
せ
る
）
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
伝
統
的
歴
史
学
に
対
す
る
批
判
に

つ
い
て
、
ふ
り
か
え
る
と
こ
ろ
が
ら
話
を
は
じ
め
た
い
」
（
傍
線
は
引
用
者

に
よ
る
）
。
そ
し
て
、
同
じ
く
序
章
、
「
言
語
の
可
能
性
と
限
界
」
（
七
一
九

頁
）
の
段
で
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
記
号
論
や
デ
リ
ダ
の
「
テ
ク
ス
ト
の
外
に

は
何
も
な
い
」
と
い
う
有
名
な
句
を
紹
介
し
つ
つ
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
歴
史

学
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
端
は
言
語
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
に
あ
る
と
指

摘
す
る
。
こ
れ
ら
を
読
む
限
り
、
著
者
が
本
書
で
対
峙
す
べ
き
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ス
ト
ら
に
よ
る
伝
統
的
歴
史
学
批
判
と
は
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
お
よ
び

テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
に
基
づ
く
歴
史
叙
述
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
以
降
の
三
人
の
歴
史
家
を
あ
つ
か
う
章
で
は
、
著
者
は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
。
「
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
み
な
ら

ず
、
次
章
以
下
で
と
り
あ
げ
る
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
や
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
仕

事
に
つ
い
て
も
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
研
究
調
査
し
よ
う
と
し
た
の

は
、
今
B
で
い
う
「
同
時
代
史
扁
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
と
同
時
代
の
歴
史
で

あ
り
、
当
事
者
や
関
係
者
が
ま
だ
多
数
生
存
し
て
い
る
出
来
事
の
歴
史
な
の

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
同
時
代
史

を
書
こ
う
と
す
る
と
き
、
情
報
の
中
心
と
な
る
の
は
事
情
を
知
っ
た
人
間
に

よ
る
証
言
で
あ
っ
て
、
文
書
や
記
録
・
報
告
の
類
か
ら
情
報
を
得
る
ケ
ー
ス

は
少
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
歴
史
研
究
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、

方
法
論
的
議
論
の
中
心
を
な
す
の
は
文
献
批
判
や
文
書
批
判
で
あ
ろ
う
が
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
第
一
義
的
問

題
と
は
な
ら
な
い
」
（
五
九
－
六
〇
頁
、
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
。
つ
ま
り

著
者
は
、
本
書
が
と
り
あ
げ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
は
「
文
献
批

判
や
文
書
批
判
」
に
よ
ら
ず
に
、
「
わ
た
し
た
ち
が
普
通
考
え
る
歴
史
」
（
一

四
三
頁
）
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
雷
う
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ

の
素
材
（
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
情
報
／
目
・
耳
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
情
報
）

の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
発
生
し
て
し
ま
っ
た
出
来
事
1
1
「
過
去
一

IIO （852）



評
：E11：

巨＝

を
再
構
築
す
る
と
い
う
点
で
は
両
者
に
共
通
項
を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
文
献
史
学
と
「
体
験
史
学
」
と
で
は
、
そ
の
際
に
と
ら
れ
る

手
続
き
は
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
「
歴
史
学
の
基
本
的
な
問
題

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
す
で
に
出
そ
ろ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
前
提
と

す
る
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
歴
史
学
批
判
に
た
い
し
宵
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
け
る
史
学
思
想
の
考
察
が
真
に
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
図
式
に

説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
、
も
う
一
段
階
の
説
明
が
必
要
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
じ
つ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
家
の
な
か
に
も
、
文
献
に
た
よ
っ
た
、

わ
れ
わ
れ
に
近
い
か
た
ち
で
の
歴
史
学
を
目
指
し
た
人
物
も
い
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
紀
元
前
一
世
紀
の
シ
チ
リ
ア
の
歴
史
家
、
デ
ィ
オ
ド
ロ

ス
は
一
般
に
は
「
糊
と
鋏
の
歴
史
家
扁
と
革
製
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
家
自
身

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
ま
っ
た
く
持
た
な
い
、
史
学
史
研
究
上
考
慮
す
る
に

値
し
な
い
歴
史
家
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
の
歴
史
書
を
読
む
と
、

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
再
考
す
べ
き
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。
彼
の
歴
史

書
「
序
文
扁
の
　
節
、
「
つ
ぎ
に
は
、
わ
た
し
ど
も
が
提
起
し
た
主
題
門
引

用
者
注
　
世
界
史
の
叙
述
］
に
ふ
さ
わ
し
い
資
料
を
ロ
ー
マ
が
提
供
し
て
く

れ
る
、
と
い
う
便
宜
を
得
た
。
こ
の
市
は
、
そ
の
勢
威
を
も
っ
て
人
の
住
む

世
界
の
最
果
て
へ
向
け
広
が
る
ほ
ど
、
際
立
っ
た
存
在
で
あ
る
。
わ
た
し
ど

も
は
こ
の
市
に
大
半
の
時
を
過
ご
し
、
そ
の
間
こ
の
市
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
基

礎
資
料
を
、
こ
の
上
な
く
容
易
に
し
か
も
最
も
多
く
、
提
供
し
て
も
ら
っ

た
」
（
『
世
界
史
（
神
代
地
誌
二
　
…
・
四
・
ニ
ー
三
、
飯
尾
訳
）
は
、
文
献

収
集
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
本
場
」
に
通
う
日
本
の
酒
洋
史
研
究
者

の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
メ
デ
ィ
ア
族
の
最
大
の
覇

権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
番
古
い
時
代
の
諸
史
家
の
間
で
異
論
が
生
じ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
わ
た
し
ど
も
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
真
実
を
求
め
て
過
去
の
事

項
を
歴
史
に
書
き
止
め
よ
う
と
す
る
人
び
と
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
は
、
歴
史

著
作
相
互
の
喰
い
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
『
世
界
史
（
神

代
地
誌
）
山
川
・
三
二
・
一
、
飯
尾
訳
）
と
述
べ
た
と
き
の
史
家
の
仕
事
ぶ

り
は
、
わ
れ
わ
れ
が
空
調
の
効
い
た
書
斎
で
お
こ
な
っ
て
い
る
作
業
と
、
驚

く
ほ
ど
重
な
る
の
で
あ
る
。
本
書
が
、
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
の
よ
う
な
歴
史
家
の

事
実
に
た
い
す
る
姿
勢
を
分
析
し
た
と
し
た
ら
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
に

よ
る
批
判
に
た
い
し
、
ま
た
溺
の
有
益
な
ヒ
ン
ト
を
見
い
だ
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
も
、
先
の
第
～
の
点
に
つ
な
が
る
。
本
書
最
後
の
節

は
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者

は
、
小
説
家
に
よ
る
過
去
の
再
構
築
に
た
い
す
る
注
目
す
べ
き
事
例
と
し
て
、

主
に
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
…
テ
ィ
の
鯛
冷
血
騙
と
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
グ
ナ
ー

の
『
安
息
角
魎
の
二
作
品
を
と
り
あ
げ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
や
は
り
彼

ら
が
あ
つ
か
っ
た
事
件
一
『
冷
血
幅
は
二
人
組
の
強
盗
に
よ
る
一
家
虐
殺

事
件
、
『
安
息
角
臨
は
ご
く
平
凡
な
　
生
を
送
っ
た
主
婦
の
心
の
葛
藤

は
、
と
も
に
作
家
の
同
時
代
の
出
来
事
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
通
常
そ
れ
ら

を
歴
史
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
同
時
代
を
あ
つ
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
同
時

代
人
と
し
て
の
共
感
1
む
ろ
ん
普
通
に
生
活
し
て
い
る
人
び
と
が
、
『
冷

血
』
の
主
人
公
で
あ
る
残
虐
非
道
な
殺
人
犯
の
思
考
に
共
感
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
は
い
え
　
　
、
あ
る
い
は
同
時
代
人
に
の
み
許
さ
れ
る
、
感
情
の
襲

へ
の
侵
入
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
じ
つ
は
西
洋
古
代
史
の
分

野
で
も
こ
こ
数
年
、
プ
ロ
の
歴
史
家
（
大
学
で
専
門
技
術
の
訓
練
を
受
け
、

大
学
に
勤
め
る
歴
史
研
究
者
）
に
よ
る
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
力
を
借
り
て
生

き
生
き
と
し
た
歴
史
叙
述
を
目
指
す
、
野
心
的
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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例
え
ば
、
周
藤
芳
幸
『
物
語
　
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
臨
（
光
文
社
、
二

〇
〇
四
年
）
は
、
「
学
生
た
ち
に
、
さ
ら
に
は
よ
り
広
い
読
者
の
方
々
に
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
生
き
生
き
と
し
た
世
界
と
そ
の
歴
史
に
触
れ
る
機
会
を

提
供
し
て
い
く
扁
（
二
七
七
頁
）
べ
く
、
史
料
を
も
と
に
し
た
「
物
語
」
（
歴

史
小
説
）
と
そ
の
「
解
説
し
を
交
．
互
に
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

史
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
本
村
凌
二
叫
帝
国
を
魅
せ
る
剣
闘
士
幅
（
由
用
出

版
社
、
二
〇
一
～
年
）
は
冒
頭
で
、
「
剣
闘
士
ミ
ヌ
キ
ウ
ス
の
手
記
」
な
る

新
史
料
（
実
際
に
は
存
在
し
な
い
、
本
村
の
手
に
よ
る
創
作
史
料
）
を
”
発

見
”
し
4
訳
”
す
、
と
い
う
体
裁
を
装
っ
て
、
剣
闘
士
の
世
界
を
生
き
生
き

と
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
過
去
を
生
き
生
き
と
表
現
し

て
見
せ
る
こ
と
」
と
「
過
去
の
人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
」
を
安
易
に
混

同
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
懸
念
も
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た

晦
。
歴
史
叙
述
の
工
夫
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
力
を
借
り
る
べ
き
か
否
か

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
評
者
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
対
象
と
す

る
人
物
の
感
情
の
髪
へ
の
侵
入
が
か
な
わ
な
い
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
「
歴

史
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
時
代
を
あ
つ
か
う
歴
史
叙
述
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
同

時
代
の
事
件
を
あ
つ
か
っ
た
作
品
と
の
間
に
は
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
区
切
り

を
設
け
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
本

書
が
と
り
あ
げ
た
二
作
晶
に
代
わ
る
、
優
れ
た
「
歴
史
」
小
説
を
選
び
出
す

こ
と
は
、
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

②
ら
。　

最
後
に
、
確
認
の
意
味
を
込
め
て
、
や
や
細
か
い
点
に
つ
い
て
記
し
て
お

き
た
い
。
本
書
は
難
解
な
テ
ー
マ
を
「
可
能
な
限
り
噛
み
砕
い
た
」
労
作
、

と
先
述
し
た
。
文
章
は
非
常
に
読
み
や
す
く
、
趣
旨
を
理
解
し
に
く
い
箇
所

も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
つ
い
で
な
が
ら
、
烹
ω
8
ユ
p
と
い

う
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
根
は
．
鼠
皇
．
≦
訟
α
」
．
≦
9
阜
で
、
門
見
る
」
、
「
見
て
知

る
」
の
意
味
で
あ
っ
た
偏
（
六
〇
頁
）
と
い
う
～
文
だ
け
は
、
一
、
二
度
読

ん
だ
だ
け
で
は
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、

叢
ω
8
目
冨
を
原
印
欧
語
（
℃
8
8
ぎ
α
o
向
霞
o
b
①
磐
一
脈
臣
空
気
Φ
）
に
直
し
た

場
合
、
そ
の
語
根
が
．
鼠
α
－
”
．
芝
魚
住
」
．
≦
9
縣
－
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と

評
者
は
理
解
し
た
が
、
そ
れ
で
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
話
し
て
い

ね
い
な
解
説
が
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①
藤
井
崇
（
二
〇
＝
一
）
「
書
評
　
本
村
（
二
〇
＝
）
」
糊
西
洋
史
学
蝕
二
四
五
、

　
四
三
－
四
五
頁
。

②
一
例
と
し
て
、
東
北
大
学
大
学
院
で
西
洋
史
学
を
専
攻
し
た
佐
藤
賢
一
に
よ
る

　
諸
作
品
を
あ
げ
た
い
。
佐
藤
は
、
噸
傭
兵
ピ
エ
ー
ル
一
隅
双
頭
の
鷲
臨
な
ど
の
百
年

　
戦
争
を
舞
台
と
し
た
歴
史
小
説
を
発
表
す
る
一
方
で
、
『
英
仏
百
年
戦
争
伽
（
集
英

　
社
、
二
〇
〇
三
年
）
で
は
、
歴
史
と
し
て
の
百
年
戦
争
を
郷
説
す
る
。
同
一
の
著

　
者
に
よ
る
歴
史
小
説
と
歴
史
叙
述
の
差
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ

　
ョ
ン
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
有
効
な
視
点
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

　
る
Q

（
四
六
判
　
三
〇
五
頁
　
　
二
〇
｝
二
加
＋
一
～
n
月

京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
税
甥
一
八
○
○
円
）

　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
学
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学
部
准
教
授
）
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