
会

告

二
〇
一
八
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ
び

総
会
は
︑
一
一
月
二
日
︵
金
︶
午
後
一
時
よ

り
︑
京
都
大
学
国
際
科
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

棟
五
階
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
︒

公
開
講
演
は
︑
井
野
瀬
久
美
恵
︑
吉
本
道

雅
の
両
氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
わ
れ
︑

盛
会
裡
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
︒

﹁
帝
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
過
去
﹂
と
向

き
合
う

一
九
八
八
～
二
〇
一
八
︑
激
変

す
る
研
究
動
向
と
環
境
の
な
か
で

井
野
瀬
久
美
恵
氏

前
四
世
紀
中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
変

容

時
代
区
分
と
し
て
の
﹁
春
秋
時
代
﹂

の
出
現

吉
本

道
雅
氏

な
お
︑
大
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
定

例
の
理
事
会
・
評
議
員
会
お
よ
び
総
会
に
お

い
て
︑
二
〇
一
八
年
度
会
務
報
告
が
行
わ
れ
︑

原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
︒

二
〇
一
八
年
度
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

﹁
帝
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
過
去
﹂
と
向
き
合
う

一
九
八
八
～
二
〇
一
八
︑
激
変
す
る

研
究
動
向
と
環
境
の
な
か
で

井
野
瀬

久
美
恵

私
が
大
学
の
教
壇
に
立
っ
た
一
九
八
八
年
か
ら

現
在
に
至
る
三
〇
年
の
間
に
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史

研
究
は
︑
テ
ー
マ
も
対
象
も
︑
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ス

タ
イ
ル
も
様
変
わ
り
し
た
︒
Ｉ
Ｔ
革
命
に
よ
っ
て
︑

史
料
の
あ
り
か
や
そ
の
探
し
方
が
変
わ
っ
た
だ
け

で
は
な
い
︒
一
九
八
九
年
以
降
の
冷
戦
体
制
崩
壊

と
相
ま
っ
て
︑
近
代
を
牽
引
し
て
き
た
﹁
大
き
な

物
語
﹂
が
終
わ
り
︑
抑
え
つ
け
ら
れ
て
き
た
﹁
小

さ
な
物
語
﹂
が
噴
出
し
た
影
響
も
あ
る
︒
だ
が
︑

そ
れ
以
上
に
顕
著
な
変
化
は
︑
こ
の
三
〇
年
間
に

お
け
る
﹁
帝
国
だ
っ
た
過
去
﹂
へ
の
揺
り
戻
し

︵
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
︶
で
あ
ろ
う
︒

私
が
大
学
院
生
だ
っ
た
一
九
八
〇
年
代
︑
イ
ギ

リ
ス
帝
国
史
は
危
機
の
時
代
に
あ
っ
た
︒
脱
植
民

地
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史

は
独
立
後
の
各
国
史
に
変
わ
り
︑
欧
米
の
大
学
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
﹁
エ
リ
ア
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
に

名
を
変
え
て
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
解
体
さ
れ
た
︒

そ
の
状
況
は
︑
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
に
登
場
す
る
謎
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
︑
壁
か
ら
落
下
し
て
誰
に
も
元
に

戻
せ
な
か
っ
た
﹁
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
﹂

に
た
と
え
ら
れ
た①

︒
同
じ
こ
ろ
︑
旧
植
民
地
か
ら

の
大
量
移
民
流
入
に
よ
っ
て
多
文
化
・
多
民
族
化

す
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
︑
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
に

ち
な
ん
で
﹁
帝
国
の
逆
襲
﹂
と
捉
え
る
研
究
も
出

さ
れ
た②

︒

解
体
さ
れ
た
は
ず
の
﹁
帝
国
だ
っ
た
過
去
﹂
へ

の
回
帰
が
見
え
は
じ
め
る
二
〇
世
紀
末
︑
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史
家
の
ノ
ー
マ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
︑
帝
国

消
滅
後
の
連
合
王
国
の
解
体
を
予
測
し
た③

︒
二
一

世
紀
の
﹁
帝
国
の
逆
襲
﹂
は
︑
イ
ギ
リ
ス
︵
国

内
︶
史
を
考
え
る
う
え
で
帝
国
の
存
在
と
そ
の
イ

ン
パ
ク
ト
を
無
視
で
き
な
い
と
す
る
﹁
新
し
い
帝

国
史

new
im
perial
history④

﹂
の
動
き
に
明
ら

か
で
あ
る
︒

帝
国
史
へ
の
回
帰
に
は
︑
同
時
期
の
歴
史
学
の

研
究
動
向
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
変
化
が
関
わ
っ
て
い

る
︒
民
衆
に
注
目
し
た
﹁
下
か
ら
の
歴
史
﹂
︑
ク

リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
ら
人
類
学
の
文
化
解
釈
︑

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
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タ
デ
ィ
ー
ズ
︒
さ
ら
に
は
︑
﹁
言
語
論
的
転
回
﹂

以
降
︑
歴
史
学
が
経
験
し
た
い
く
つ
か
の
﹁
転

回
﹂
と
し
て
︑
﹁
帝
国
的
転
回

im
perial
turn
﹂

も
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
な
か
で
︑
歴
史
研

究
者
は
﹁
歴
史
的
事
実
と
は
何
か
﹂
を
ま
す
ま
す

自
覚
的
に
問
う
よ
う
に
な
り
︑
同
一
の
出
来
事
を

見
る
複
数
の
視
点
・
視
線
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
︒
そ
れ
が
﹁
帝
国
だ
っ
た
過
去
﹂
を
見
る
目

を
大
き
く
変
え
た
こ
と
は
︑
何
よ
り
も
帝
国
史
の

叙
述
変
化
に
認
め
ら
れ
る
︒

Ｊ
・
Ｒ
・
シ
ー
リ
ー
の
﹃
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
拡

大
﹄
︵
一
八
八
三
年
︶
に
は
じ
ま
り
︑
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
版
帝
国
史
シ
リ
ー
ズ
︵
一
九
二
九
～
五
九
年
︑

全
八
巻
九
冊
︶
に
受
け
継
が
れ
た
白
人
入
植
地
中

心
の
叙
述
は
︑
二
〇
世
紀
末
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

版
帝
国
史
シ
リ
ー
ズ
︵
一
九
九
八
～
九
九
年
︑
全

五
巻
︶
で
大
幅
に
修
正
さ
れ
た
︒
と
は
い
え
︑
世

紀
で
ま
と
め
る
と
い
う
編
集
ス
タ
イ
ル
で
も
は
や

帝
国
史
が
回
収
で
き
な
い
こ
と
は
︑
二
〇
〇
四
年

以
降
︑
黒
人
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
宗
教
と
い
っ
た

テ
ー
マ
別
の
補
完
版
︵
C
om
panion
Series︶

が
す
で
に
一
五
巻
を
数
え
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

だ
ろ
う
︒
一
九
八
四
年
に
始
ま
っ
た
マ
ン
チ
ェ
ス

タ
大
学
出
版
局
の
﹁
帝
国
主
義
研
究

Studies
in

Im
perialism
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
︑
三
〇
年
ほ
ど
で

一
四
〇
冊
を
超
え
︑
イ
ギ
リ
ス
帝
国
へ
の
高
い
関

心
と
テ
ー
マ
の
多
様
化
を
伝
え
て
く
れ
る
︒

と
同
時
に
︑
﹁
帝
国
だ
っ
た
過
去
﹂
へ
の
回
帰

は
︑
現
実
の
国
際
政
治
の
動
き
と
も
連
動
し
て
い

た
︒
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
大
学
出
版
局
シ
リ
ー
ズ
が
︑

帝
国
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
示
し
た
フ
ォ
ー
ク
ラ

ン
ド
紛
争
の
二
年
後
に
始
ま
っ
た
こ
と
も
︑
け
っ

し
て
偶
然
で
は
な
い
︒
二
〇
〇
三
年
︑
ケ
ニ
ア
独

立
四
〇
周
年
を
機
に
マ
ウ
マ
ウ
︵
キ
ク
ユ
人
を
中

心
と
す
る
反
英
独
立
運
動
︶
関
係
者
復
権
の
動
き

が
始
ま
っ
た
よ
う
に
︑
二
一
世
紀
が
進
む
な
か
で
︑

脱
植
民
地
化
の
意
味
と
そ
の
具
体
的
な
形
が
見
や

す
く
な
っ
た
こ
と
も
︑
帝
国
史
へ
の
回
帰
を
加
速

化
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
二
〇
一
二
年
︑
元
マ
ウ
マ

ウ
闘
士
ら
が
︑
捕
虜
収
容
所
で
受
け
た
虐
待
に
対

す
る
補
償
を
︑
ケ
ニ
ア
政
府
に
で
は
な
く
︑
イ
ギ

リ
ス
政
府
に
請
求
し
︑
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
高
等
裁

判
所
が
合
法
と
判
断
し
た
背
景
に
は
︑
﹁
帝
国
だ

っ
た
過
去
﹂
と
二
一
世
紀
の
現
実
︵
た
と
え
ば
︑

イ
ラ
ク
戦
争
の
捕
虜
を
収
容
し
た
ア
ブ
グ
レ
イ
ブ

や
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
に
お
け
る
虐
待
︶
と
の
重
な
り

も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
︒

と
同
時
に
︑
マ
ウ
マ
ウ
闘
士
ら
の
証
言
を
裏
付

け
る
べ
く
︑
︵
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
︶
記

録
を
辛
抱
強
く
追
跡
し
︑
当
時
の
植
民
地
政
府
が

隠
蔽
し
た
大
量
の
植
民
地
文
書
︵
O
peration

Legacy,
F
C
O
141
︶
を
発
見
し
た
歴
史
研
究
者

の
貢
献
は
大
き
い⑤

︒
そ
の
一
方
で
︑
歴
史
的
謝
罪

や

和

解

と

関

わ

る
﹁
歴

史

戦

争
︵
H
istory

W
ar︶
﹂
の
ご
と
く
︑
﹁
帝
国
だ
っ
た
過
去
﹂
が
政

治
利
用
さ
れ
る
可
能
性
に
も
︑
研
究
者
は
目
配
り

す
る
必
要
が
あ
ろ
う⑥

︒

一
つ
の
歴
史
的
事
実
を
見
る
目
は
︑
驚
く
ほ
ど

一
つ
で
は
な
い
︒
し
か
も
︑
二
一
世
紀
の
わ
れ
わ

れ
の
現
実
は
︑
﹁
参
照
す
べ
き
過
去
﹂
を
探
し
つ

づ
け
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
﹁
予

言
不
可
能
な
過
去
﹂
と
と
も
に
生
き
て
い
る
と
い

っ
て
も
い
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
歴
史
研
究
者
に
は
︑

何
が
起
き
て
い
た
か
を
よ
り
深
く
追
求
し
︑
よ
り

豊
か
な
理
解
を
示
す
使
命
が
あ
る
︒

①

D
avid
F
ieldhouse,
“C
an
H
um
pty-D
um
pty
B
e
Put

T
ogether
A
gain?
Im
perial
H
istory
in
the
1980s”,

Journal
of
Im
perial
and
C
om
m
onw
ealth
H
istory,12,

no.2,1984.

②

C
entre
for
C
ontem
porary
C
ultural
Studies,E
m
pire

Strikes
B
ack:
R
ace
and
R
acism
in
70s
B
ritain,1982.

③

N
orm
an
D
avies,
T
he
Isles:
A
H
istory,1999
;
A
.G
.

H
opkins,“B
ack
to
the
F
uture:F
rom
N
ational
H
istory

to
Im
perial
H
istory”,
P
ast
&
P
resent,
N
o.164,
A
ug.

1999.

④

eds.
by
A
ntoinette
B
urton
&
D
ane
K
ennedy,
H
ow

E
m
pire
Shaped
U
s,2016.

⑤

C
aroline
E
lkin,
Im
perial
R
eckoning:
T
he
U
ntold
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Story
of
B
ritain̓
s
G
ulag
in
K
enya,
2005
;
D
avid

A
nderson,H
istories
of
the
H
anged:
T
he
D
irty
W
ar
in

K
enya
and
the
E
nd
of
the
B
ritish
E
m
pire,2005.

⑥

Stuart
M
acintyre
&
A
nna
C
lark,
T
he
H
istory

W
ars,2003
;
橋
本
伸
也
編
﹃
紛
争
さ
せ
ら
れ
る
過
去

ア

ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
歴
史
の
政
治
化
﹄
岩
波
書
店
︑

二
〇
一
八
年
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

前
四
世
紀
中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
変
容

時
代
区
分
と
し
て
の
﹁
春
秋
時
代
﹂

の
出
現

吉

本

道

雅

﹃
春
秋
﹄
が
記
述
す
る
時
代
を
そ
の
前
後
と
区

分
す
る
こ
と
は
︑
前
三
二
〇
～
前
三
一
〇
年
代
の

﹃
孟
子
﹄
が
夏
殷
西
周
・
春
秋
・
戦
国
を
指
す

﹁
三
王
﹂
﹁
五
霸
﹂
﹁
今
﹂
と
い
う
時
代
区
分
に
淵

源
す
る
︒
前
三
七
〇
年
頃
の
﹃
左
伝
﹄
や
前
三
四

〇
年
頃
の
清
華
簡
﹃
繫
年
﹄
に
は
︑
春
秋
時
代
に

相
当
す
る
時
代
区
分
が
な
お
見
え
な
い
︒
前
四
世

紀
後
半
に
歴
史
認
識
の
急
激
な
変
容
が
発
生
し
た

の
で
あ
る
︒
本
発
表
で
は
︑
こ
の
変
容
を
も
た
ら

し
た
政
治
史
的
背
景
を
考
え
る
︒

﹃
左
伝
﹄
は
︑
第
一
の
霸
者
で
あ
る
斉
桓
公
の

死
後
︑
晋
文
公
が
霸
者
と
な
り
︑
以
後
︑
定
公
ま

で
の
歴
代
晋
侯
が
霸
者
︵
盟
主
︶
で
あ
っ
た
と
す

る
が
︑
魯
の
同
時
代
的
年
代
記
に
由
来
す
る
﹃
春

秋
﹄
に
は
晋
文
公
～
定
公
が
諸
侯
を
結
集
し
て

﹁
盟
﹂
し
た
こ
と
が
見
え
︑
こ
の
言
説
が
春
秋
時

代
の
実
態
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す

る
︒
加
え
て
﹃
左
伝
﹄
の
霸
者
は
周
王
朝
の
認
証

を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
霸
者
観
に

呼
応
し
て
︑
﹃
左
伝
﹄
は
夏
殷
西
周
の
の
ち
﹁
晋

霸
の
時
代
﹂
を
想
定
す
る
︒
晋
霸
は
︑
﹃
左
伝
﹄

の
編
年
的
記
述
の
終
わ
る
前
四
六
八
年
以
降
も
継

続
し
た
︒
魏
文
侯
・
武
侯
は
周
王
朝
・
晋
侯
を
奉

じ
て
晋
霸
を
持
続
さ
せ
た
が
︑
前
三
八
六
年
以
降
︑

三
晋
の
紛
争
が
始
ま
り
︑
前
三
七
〇
年
の
魏
武
侯

の
死
後
︑
恵
王
・
公
仲
緩
の
公
位
継
承
紛
争
が
勃

発
し
た
︒
前
三
六
九
年
︑
周
烈
王
の
死
後
︑
周
王

朝
は
內
乱
に
陥
り
︑
同
年
︑
趙
・
韓
が
魏
の
庇
護

下
に
あ
っ
た
晋
侯
を
拉
致
し
た
︒
魏
が
周
王
朝
・

晋
侯
を
奉
ず
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
晋
霸
は
︑

こ
こ
に
そ
の
正
統
性
を
喪
失
し
た
︒
﹃
左
伝
﹄
は

そ
の
編
者
た
る
呉
起
の
卒
し
た
前
三
六
八
年
ま
で

の
事
件
を
﹁
予
言
﹂
し
て
お
り
︑
前
三
六
九
年
を

晋
霸
の
終
焉
と
み
な
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
︒

清
華
簡
﹃
繫
年
﹄
は
﹃
左
伝
﹄
の
﹁
抄
撮
﹂
を

最
大
の
原
資
料
と
し
︑
そ
の
成
書
は
前
三
四
三
年

の
魏
斉
講
和
以
前
︑
前
三
四
〇
年
頃
で
あ
る
︒

﹃
繫
年
﹄
は
春
秋
か
ら
戦
国
前
期
に
お
け
る
晋
楚

南
北
対
立
を
主
題
と
す
る
が
︑
楚
を
晋
と
対
等
の

霸
者
に
見
立
て
る
こ
と
は
︑
全
中
国
的
政
治
秩
序

が
な
お
晋
霸
を
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
︒
そ
れ
は
当
時
の
実
態
に
即
し
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
魏
が
維
持
し
て
き
た
晋
霸
は
︑
晋
侯

拉
致
に
よ
っ
て
そ
の
正
統
性
を
喪
失
し
た
が
︑
魏

恵
王
は
な
お
実
力
を
以
て
諸
侯
を
糾
合
し
た
︒
前

三
四
九
年
に
晋
が
断
絶
す
る
と
︑
魏
恵
王
は
周
王

朝
に
霸
者
認
証
を
求
め
た
︒
こ
れ
を
嫌
っ
た
斉
・

趙
・
韓
は
秦
と
結
ん
だ
︒
そ
れ
に
先
立
ち
︑
前
三

六
四
年
︑
秦
献
公
は
石
門
の
戦
で
魏
を
大
破
し
︑

周
王
朝
の
祝
賀
を
受
け
て
い
た
︒
前
三
四
三
年
︑

周
王
朝
は
秦
孝
公
を
霸
者
に
認
証
し
た
︒
魏
恵
王

は
王
号
を
称
し
て
新
王
朝
の
樹
立
を
図
っ
た
が
︑

前
三
四
二
年
︑
馬
陵
の
戦
で
斉
に
大
敗
し
た
︒
秦

孝
公
の
死
後
︑
周
王
朝
は
引
き
続
き
秦
恵
文
王
を

霸
者
に
認
証
し
た
が
︑
魏
恵
王
は
斉
威
王
と
講
和

し
︑
前
三
三
四
年
︑
相
互
に
王
号
を
承
認
す
る
こ

と
で
︑
秦
の
霸
権
を
否
認
し
た
︒
前
三
二
五
年
︑

秦
恵
文
王
が
称
王
に
踏
み
切
り
︑
霸
者
が
周
王
朝

を
奉
ず
る
政
治
秩
序
は
終
焉
を
迎
え
た
︒

前
三
二
〇
年
代
に
は
中
原
諸
侯
が
次
々
に
王
号

を
称
し
︑
周
王
朝
の
権
威
は
全
く
否
定
さ
れ
た
︒

孟
子
は
こ
れ
ら
の
王
の
一
人
が
天
下
を
統
一
し
︑

新
王
朝
を
開
く
こ
と
を
期
待
し
た
︒
と
こ
ろ
が
現

実
に
は
周
王
朝
が
存
続
し
て
い
た
の
で
︑
新
し
い
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王
は
簒
奪
者
に
な
り
か
ね
な
い
︒
こ
の
矛
盾
を
解

消
す
べ
く
︑
孟
子
は
歴
史
認
識
の
根
本
的
な
転
換

を
主
張
す
る
︒
ま
ず
は
周
王
朝
が
厲
王
・
幽
王
の

時
点
で
す
で
に
滅
び
て
い
た
も
の
と
す
る
︒
つ
い

で
孔
子
を
尭
舜
禹
・
湯
・
文
王
武
王
周
公
に
比
擬

す
る
︒
孔
子
の
登
場
は
夏
殷
周
三
王
朝
の
開
始
に

匹
敵
す
る
歴
史
の
画
期
と
さ
れ
︑
﹃
春
秋
﹄
は
新

王
朝
の
綱
領
と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
厲
王
追
放
な

い
し
幽
王
敗
滅
か
ら
孔
子
ま
で
が
一
つ
の
時
代
と

し
て
定
立
さ
れ
る
︒
孔
子
の
﹃
春
秋
﹄
が
こ
の
時

代
を
記
述
し
︑
記
述
の
中
心
は
﹁
斉
桓
・
晋
文
﹂

に
は
じ
ま
る
﹁
五
霸
﹂
で
あ
る
︒
斉
桓
公
お
よ
び

晋
文
公
以
降
の
歴
代
晋
侯
︑
魏
文
侯
・
武
侯
・
恵

王
︑
秦
献
公
・
孝
公
・
恵
文
王
な
ど
春
秋
期
以
来

の
霸
者
な
い
し
実
質
的
な
霸
権
を
担
っ
た
諸
侯
は
︑

周
王
朝
の
認
証
を
受
け
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
孟

子
は
︑
周
王
朝
を
す
で
に
滅
び
て
い
た
も
の
と
し
︑

従
っ
て
霸
者
を
認
証
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
︒

霸
者
は
他
国
を
圧
倒
す
る
実
力
を
も
ち
さ
え
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
春
秋
期
の
霸
権
は

斉
・
晋
・
秦
・
楚
・
越
の
﹁
五
霸
﹂
の
間
を
移
動

し
た
も
の
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹃
春
秋
﹄
に
よ
る
時

代
区
分
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
以
降
の
霸
者
の
存
在
は

抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

﹃
春
秋
﹄
の
編
年
的
記
述
の
下
限
あ
た
り
に
春

秋
・
戦
国
の
画
期
を
求
め
る
こ
と
は
︑
現
実
の
歴

史
的
推
移
を
理
解
す
る
上
で
必
ず
し
も
有
効
で
は

な
い
︒
全
中
国
的
政
治
秩
序
に
つ
い
て
は
︑
前
三

二
五
年
の
秦
恵
文
王
称
王
ま
で
は
む
し
ろ
春
秋
時

代
に
連
続
す
る
局
面
を
無
視
で
き
な
い
︒
秦
漢
専

制
国
家
形
成
の
時
代
と
し
て
の
戦
国
時
代
の
開
始

は
︑
前
四
世
紀
末
の
孟
子
の
こ
ろ
に
降
る
も
の
と

考
え
る
︒

二
〇
一
八
年
度
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

二
〇
一
八
年
度
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
は
︑

一
一
月
二
日
︵
金
︶
午
後
一
時
よ
り
︑
京
都
大
学

国
際
科
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
棟
五
階
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
︒

総
会
で
は
︑
田
中
和
子
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の

後
︑
北
村
昌
史
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
︑
庶
務
・

編
集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議
が
な

さ
れ
た
︒

庶
務
︵
金
澤
周
作
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
役
員

の
交
代
お
よ
び
会
員
数
の
動
向
に
つ
い
て
の
報
告

の
後
︑
四
月
二
〇
日
︵
土
︶
午
後
一
時
よ
り
京
大

文
学
部
第
三
講
義
室
を
会
場
と
し
て
行
う
来
年
度

の
例
会
の
テ
ー
マ
を
﹁
病
﹂
と
す
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
た
︒

編
集
︵
中
砂
明
徳
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
﹃
史

林
﹄
の
刊
行
状
況
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
っ
た
︒

会
計
︵
谷
川
穣
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
二
〇
一

七
年
度
決
算
お
よ
び
二
〇
一
八
年
度
予
算
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
︒

広
報
︵
下
垣
仁
志
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
例

会
・
大
会
の
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
作
成
と
︑
ホ
ー

ム
・
ペ
ー
ジ
の
管
理
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
︒

以
上
の
報
告
は
す
べ
て
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
︒

大
会
で
は
︑
次
の
二
本
の
講
演
が
行
わ
れ
た
︒

井
野
瀬
久
美
恵
氏

﹁
﹁
帝
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
過
去
﹂
と
向
き

合
う

一
九
八
八
～
二
〇
一
八
︑
激
変
す
る
研

究
動
向
と
環
境
の
な
か
で

﹂

吉
本
道
雅
氏

﹁
前
四
世
紀
中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
変
容

時
代
区
分
と
し
て
の
﹁
春
秋
時
代
﹂
の
出
現

﹂
講
演
者
紹
介
と
司
会
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
小
山
哲
理

事
と
中
砂
明
徳
常
務
理
事
が
つ
と
め
た
︒
講
演
内

容
は
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
︒公

開
講
演
の
の
ち
︑
高
嶋
航
理
事
が
閉
会
の
辞

を
述
べ
て
会
を
終
了
し
た
︒︵

文
責

中
砂
明
徳
︶
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