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一
九
一
〇
～
三
〇
年
代
に
活
躍
し
た
日
本
史
学
者
の
黒
板
勝
美
が
近
年
の

日
本
史
学
史
研
究
に
お
い
て
注
目
を
集
め
て
い
る
︒
黒
板
は
︑
い
わ
ゆ
る
戦

後
歴
史
学
か
ら
は
専
ら
古
文
書
学
や
史
料
保
存
・
文
化
財
保
護
を
確
立
し
た

人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
︒
一
方
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
研
究
は
︑

史
蹟
保
存
等
を
通
じ
た
国
民
教
化
や
植
民
地
主
義
へ
の
黒
板
の
関
与
を
解
明

し
つ
つ
あ
る
︒

こ
う
し
た
多
彩
な
活
動
が
見
ら
れ
る
黒
板
の
生
涯
を
追
っ
た
︑
初
の
本
格

的
評
伝
が
米
国
で
出
版
さ
れ
た
︒
本
書
は
︑
現
在
ホ
バ
ー
ト
・
ア
ン
ド
・
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
大
学
准
教
授
を
務
め
る
著
者
が
︑
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
提

出
し
た
博
士
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る①
︒

書
評
に
あ
た
り
︑
ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

序
章

第
%
章

歴
史
家
に
な
る

一
八
七
四

九
六

第
&
章

歴
史
学
の
復
活

一
八
九
六

一
九
〇
八

第
'
章

歴
史
学
の
確
立

一
九
〇
八

一
八

第
(
章

躍
動
中
の
歴
史
学

一
九
一
八

二
七

第
)
章

歴
史
家
の
明
白
な
使
命

一
九
二
七

三
六

終
章

歴
史
家
の
死
︑
歴
史
家
の
遺
産

序
章
で
は
︑
﹁
歴
史
家
と
い
う
職
業
を
日
本
で
確
立
し
︑
そ
の
目
的
の
た

め
に
歴
史
を
重
要
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
︑
こ
の
世
代
︹
東
京
帝
国
大
学②

の
三
上
参
次
︑
黒
板
勝
美
︑
辻
善
之
助
ら
﹁
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
第
二
世

代
﹂

評
者
︺
の
歴
史
家
を
︑
黒
板
勝
美
の
生
涯
と
業
績
を
通
じ
て
探
究

す
る
﹂
︵
七
頁
︶
と
い
う
本
書
の
立
場
が
提
示
さ
れ
る
︒
戦
後
歴
史
学
は
︑

国
体
論
と
の
摩
擦
を
回
避
し
﹁
実
証
主
義
﹂
に
没
頭
し
た
と
さ
れ
る
戦
前
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
よ
り
︑
そ
の
批
判
者
を
高
く
評
価
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
著
者
は
︑
独
国
の
ラ
ン
ケ
や
米
国
の
タ
ー
ナ
ー
ら
に
比
肩
す
る
︑

日
本
の
歴
史
学
の
確
立
者
と
し
て
黒
板
ら
を
位
置
づ
け
る
︒
つ
ま
り
︑
ラ
ン

ケ
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
学
派
は
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
に
よ
る
支
配
を
︑
タ
ー

ナ
ー
は
米
国
の
西
方
へ
の
拡
張
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
に
正
当
化
す
る
中
で

自
国
の
歴
史
学
を
発
展
さ
せ
た
︒
こ
れ
と
同
様
に
︑
黒
板
ら
が
天
皇
制
国
家

の
正
当
化
や
植
民
地
統
治
に
お
け
る
歴
史
学
の
有
用
性
を
国
家
・
社
会
に
認

識
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
︑
国
家
・
民
間
の
資
金
に
よ
る
資
史
料
の
収
集
・
保
存

や
︑
研
究
機
関
の
設
置
が
可
能
と
な
っ
た
と
す
る
︒
こ
う
し
た
研
究
基
盤
の

上
に
︑
戦
後
か
ら
今
日
に
至
る
歴
史
学
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
戦
後

歴
史
学
が
黒
板
ら
を
軽
視
し
て
き
た
の
は
︑
今
日
の
﹁
進
歩
的
﹂
見
地
か
ら

す
れ
ば
︑
自
ら
の
﹁
汚
れ
た
基
盤
﹂
︵
一
八
頁
︶
と
向
き
合
う
こ
と
を
回
避

し
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
著
者
は
批
判
す
る
︒

第
%
章
で
は
︑
生
誕
か
ら
東
大
卒
業
に
至
る
︑
黒
板
が
歴
史
家
と
な
る
背

景
が
論
じ
ら
れ
る
︒
長
崎
県
の
旧
大
村
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
黒
板
は
︑
幕

末
の
尊
皇
思
想
の
影
響
が
色
濃
く
残
る
環
境
で
人
格
を
形
成
し
た
︒
そ
し
て

黒
板
が
大
村
中
学
校
・
第
五
高
等
中
学
校
を
経
て
︑
東
大
に
入
学
し
た
一
八
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九
三
年
の
歴
史
学
界
は
︑
久
米
邦
武
事
件
後
の
混
乱
の
最
中
に
あ
っ
た
︒
こ

う
し
た
中
で
︑
黒
板
は
歴
史
学
の
﹁
危
機
﹂
を
痛
感
し
な
が
ら
︑
歴
史
家
と

し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
五
高
・
東
大
時
代
か
ら
既
に
︑

黒
板
が
歴
史
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
同
時
代
に
お
け
る
自
由
主
義
思
想
を

批
判
し
︑
﹁
科
学
的
﹂
に
南
朝
﹁
忠
臣
﹂
の
事
績
を
顕
彰
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
︒
こ
の
手
法
が
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
重
要
性
を
示
す
常
套

手
段
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
︒

第
&
章
で
は
︑
黒
板
が
東
大
助
教
授
へ
の
就
任
を
経
て
︑
初
め
て
洋
行
す

る
ま
で
が
素
描
さ
れ
る
︒
ま
ず
黒
板
が
歴
史
学
の
発
達
に
苦
心
し
︑
社
会
の

全
般
的
な
変
化
を
解
明
す
る
理
論
の
構
築
や
︑
考
古
学
・
神
話
学
等
の
隣
接

学
問
の
発
展
︑
そ
し
て
史
料
公
開
に
よ
る
歴
史
研
究
の
活
性
化
を
求
め
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
一
方
︑
歴
史
学
に
対
す
る
社
会
の
理
解
を
得
る
た

め
に
︑
雑
誌
等
へ
の
執
筆
を
通
じ
て
啓
蒙
活
動
を
行
い
︑
教
化
団
体
で
の
講

演
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
国
民
を
教
化
す
る
上
で
歴
史
学
が
有
効
で
あ

る
こ
と
を
宣
伝
し
た
︒
ま
た
︑
従
来
黒
板
の
開
明
的
な
側
面
と
し
て
評
価
さ

れ
て
き
た
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
へ
の
参
加
や
古
文
書
学
の
大
成
に
お
い
て
も
︑

黒
板
の
反
英
米
主
義
︑
日
本
中
心
主
義
思
想
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
︒
歴
史
研
究
の
方
法
論
を
提
示
す
る
と
と
も
に
︑
日
本
の
特
殊
性
を
強

調
し
た
﹃
国
史
の
研
究
﹄
︵
一
九
〇
八
年
初
版
︶
は
︑
黒
板
の
こ
う
し
た
志

向
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

第
'
章
で
は
︑
黒
板
の
欧
米
留
学
と
南
北
朝
正
閏
問
題
か
ら
︑
第
一
次
世

界
大
戦
が
終
結
す
る
ま
で
が
描
か
れ
る
︒
最
新
の
博
物
館
学
の
調
査
を
目
的

と
し
た
二
年
間
の
洋
行
は
︑
黒
板
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
反
英
米
感
情
を
よ

り
確
か
な
も
の
に
し
た
︒
帰
国
後
の
黒
板
は
日
本
の
﹁
発
展
﹂
の
必
要
性
と
︑

そ
こ
で
の
歴
史
学
や
博
物
館
の
役
割
を
力
説
し
た
が
︑
正
閏
問
題
は
国
民
を

教
化
す
る
上
で
の
歴
史
学
の
役
割
を
強
調
す
る
格
好
の
機
会
と
な
っ
た
と
さ

れ
る
︒
一
方
黒
板
は
思
想
善
導
や
植
民
地
統
治
に
お
け
る
史
蹟
の
有
用
性
を

宣
伝
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
保
存
を
推
進
し
た
︒
こ
う
し
た
事
業
を
通
し
て
歴

史
家
は
国
民
教
育
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
︑
次
第
に
文
化
財
保
護
の

法
制
化
や
資
史
料
保
存
機
関
の
設
立
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
︒

第
(
章
で
は
︑
﹁
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
期
の
黒
板
の
動
向
が
論
じ
ら
れ

る
︒
こ
う
し
た
思
潮
に
対
し
て
黒
板
は
︑
国
民
教
化
に
資
す
る
と
さ
れ
た
歴

史
上
の
人
物
の
顕
彰
や
︑
﹃
国
体
新
論
﹄
︵
一
九
二
五
年
︶
の
発
表
等
を
通
じ
︑

個
人
主
義
と
い
っ
た
西
洋
思
想
の
無
批
判
な
摂
取
を
一
貫
し
て
批
判
し
た
︒

前
者
に
関
し
て
は
︑
聖
徳
太
子
の
よ
う
な
﹁
模
範
的
﹂
人
物
の
顕
彰
事
業
に

歴
史
家
が
正
当
性
を
与
え
︑
名
士
が
資
金
を
援
助
す
る
構
図
が
形
成
さ
れ
た

と
い
う
︒
ま
た
黒
板
は
朝
鮮
総
督
府
の
修
史
事
業
に
関
与
す
る
と
と
も
に
︑

関
東
大
震
災
後
に
お
け
る
東
京
帝
室
博
物
館
の
復
興
等
に
も
貢
献
し
た
︒
震

災
に
よ
る
東
京
の
荒
廃
は
史
料
の
包
括
的
な
収
集
・
保
存
の
必
要
を
政
府
に

認
識
さ
せ
︑
東
大
史
料
編
纂
所
は
大
幅
に
拡
充
さ
れ
た
︒
こ
の
時
期
の
黒
板

の
国
家
主
義
的
な
活
動
を
通
し
て
︑
歴
史
家
は
政
府
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠

な
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
︒

第
)
章
で
は
︑
約
一
年
に
わ
た
る
世
界
旅
行
か
ら
︑
黒
板
が
病
に
倒
れ
る

ま
で
が
描
か
れ
る
︒
国
家
・
社
会
か
ら
歴
史
学
の
有
用
性
が
十
分
に
認
め
ら

れ
︑
歴
史
家
が
多
く
の
国
策
に
参
与
し
た
こ
の
時
期
を
︑
著
者
は
歴
史
学
の

﹁
最
盛
期
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
る
︒
ま
ず
こ
の
世
界
旅
行
で
黒
板
が
︑
同
時

代
の
日
本
の
領
土
拡
張
と
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
︑
過
去
の
日
本
人
の
海
外
発
展

の
足
跡
を
訪
ね
た
こ
と
︑
西
ア
ジ
ア
の
過
去
の
遺
物
に
︑
日
本
と
同
じ
﹁
東

洋
﹂
と
し
て
の
共
通
性
を
見
出
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
国
内
で
は
︑
黒

板
は
出
版
社
と
協
同
し
て
﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹄
等
を
出
版
し
た
︒
一
方
︑

書 評
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民
間
の
寄
付
を
財
源
に
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
や
日
本
古
文
化
研
究
所
と
い
っ
た

研
究
機
関
を
設
置
し
︑
資
史
料
の
保
存
・
調
査
等
を
一
層
推
進
し
た
︒
満
洲

事
変
以
降
は
︑
南
朝
の
顕
彰
事
業
を
通
し
て
国
民
の
﹁
覚
悟
﹂
を
説
き
︑
ま

た
日
本
の
対
外
侵
略
を
歴
史
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
︒
一
九
三
六

年
末
に
病
に
倒
れ
た
黒
板
が
そ
の
後
も
活
動
を
続
け
て
い
た
な
ら
︑
黒
板
自

身
と
彼
が
基
礎
を
築
い
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
は
戦
後
に
お
い
て
厳
し
い
批

判
を
浴
び
た
で
あ
ろ
う
と
著
者
は
推
測
す
る
︒

終
章
で
は
︑
黒
板
引
退
後
の
歴
史
学
界
が
素
描
さ
れ
︑
黒
板
が
残
し
た
事

業
や
門
下
生
が
︑
戦
後
の
日
本
・
朝
鮮
で
の
歴
史
研
究
や
日
本
社
会
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
そ
し
て
改
め
て
︑
日
本
の
歴
史
学

が
︑
戦
後
歴
史
学
が
批
判
し
た
帝
国
の
発
展
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
発
達

し
た
こ
と
︑
そ
れ
を
推
進
し
た
の
が
︑
戦
後
歴
史
学
が
低
く
評
価
し
て
き
た

黒
板
ら
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
歴
史
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
︑
本
書
を

終
え
て
い
る
︒

国
家
と
歴
史
学
と
の
密
接
な
関
係
を
解
明
し
た
本
書
が
︑
政
府
の
国
体
論

的
歴
史
観
と
学
術
的
な
歴
史
研
究
と
を
対
抗
的
に
捉
え
︑
歴
史
家
の
国
体
論

へ
の
傾
斜
を
﹁
例
外
﹂
的
現
象
と
し
た
戦
後
歴
史
学
の
見
解
を
根
本
的
に
批

判
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
本
書
は
︑
近
年
の
研
究
動

向
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か③
︒

一
九
九
〇
年
代
に
国
民
国
家
論
が
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
の
歴

史
学
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
︑
国
家
と
歴
史
学
の
﹁
共
犯
関
係
﹂
を
指

摘
す
る
研
究
が
出
現
し
た④
︒
ま
た
黒
板
個
人
に
つ
い
て
は
︑
歴
史
を
通
じ
た

国
民
教
化
や
植
民
地
支
配
へ
の
関
与
が
解
明
さ
れ
︑
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
と
し
て
の
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る⑤
︒

こ
れ
に
対
し
廣
木
尚
氏
は
︑
単
に
歴
史
家
と
国
家
と
の
﹁
共
犯
﹂
を
指
摘

す
る
だ
け
で
な
く
︑
競
合
す
る
他
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
言
説
の
中
で
︑
い
か
に

し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
が
自
己
を
卓
越
さ
せ
た
か
を
論
じ
る
必
要
性
を
説

く
︒
そ
し
て
︑
黒
板
が
政
府
の
立
場
を
﹁
科
学
的
﹂
に
正
当
化
し
た
こ
と
で
︑

南
北
朝
正
閏
問
題
と
い
う
﹁
危
機
﹂
に
あ
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
存
在

意
義
を
提
示
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
︒
黒
板
の
こ
う
し
た
国
家
主
義
的
活
動

が
あ
っ
て
初
め
て
︑
そ
の
後
の
歴
史
学
が
存
立
で
き
た
と
指
摘
す
る⑥
︒

以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
本
書
の
特
徴
を
挙
げ
た
い
︒

第
一
に
︑
渡
邉
剛
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に⑦
︑
黒
板
の
膨
大
な
著
述
と
門
下

生
ら
に
よ
る
回
想
録
を
駆
使
し
︑
黒
板
の
生
涯
を
通
史
的
に
叙
述
し
た
点
で

あ
る
︒
黒
板
は
近
年
の
歴
史
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
が
︑
生
誕
か
ら

死
去
に
至
る
黒
板
の
生
涯
を
体
系
的
に
描
い
た
研
究
は
存
在
し
な
い
︒

第
二
に
︑
廣
木
氏
の
指
摘
を
敷
衍
し
︑
黒
板
が
歴
史
学
の
基
盤
を
整
備
す

る
過
程
を
具
体
的
に
検
証
し
た
点
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
著
者
は
︑
歴
史
学
に

対
す
る
社
会
的
承
認
を
自
明
視
せ
ず
︑
研
究
に
必
須
な
資
金
・
研
究
基
盤
を

獲
得
す
る
た
め
︑
歴
史
学
の
政
治
的
有
用
性
を
国
家
・
社
会
に
宣
伝
し
た
人

物
と
し
て
黒
板
を
位
置
づ
け
る
︒
こ
う
し
た
視
点
に
よ
り
︑
国
家
に
よ
る

﹁
弾
圧
﹂
と
歴
史
家
の
﹁
追
随
﹂
に
収
斂
し
な
い
︑
両
者
の
複
雑
な
関
係
を

解
明
し
て
い
る
︒
従
来
の
史
学
史
研
究
で
は
︑
歴
史
家
の
政
治
力
や
︑
研
究

を
支
え
る
経
済
力
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た⑧
︒

第
三
に
︑
歴
史
学
が
国
家
・
社
会
に
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い

て
︑
昭
和
戦
前
・
戦
中
期
を
歴
史
学
の
﹁
最
盛
期
﹂
と
位
置
づ
け
た
点
で
あ

る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
当
該
期
に
は
歴
史
学
の
有
用
性
が
十
分
に
認
識
さ
れ
︑

﹁
彼
︹
歴
史
家
︺
ら
が
国
家
・
帝
国
の
設
計
者
と
な
り
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

戦
争
期
を
通
し
て
そ
う
あ
り
続
け
た
﹂
の
で
あ
る
︵
一
九
九
頁
︒
第
)
章
は
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一
九
三
六
年
で
叙
述
を
終
え
る
が
︑
こ
の
主
張
か
ら
︑
著
者
が
敗
戦
ま
で
を

歴
史
学
の
﹁
最
盛
期
﹂
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︶
︒
国
家
に
よ

る
歴
史
学
の
承
認
と
い
う
要
素
に
着
目
す
る
︑
本
書
独
自
の
見
解
で
あ
る
︒

戦
後
歴
史
学
に
よ
る
史
学
史
研
究
が
影
響
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
は
言
え
︑

当
該
期
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
研
究
は
存
在
し
な
い
︒

第
四
に
︑
歴
史
学
の
基
盤
に
お
け
る
︑
戦
後
へ
の
連
続
性
を
射
程
に
入
れ

て
い
る
点
で
あ
る
︒
政
治
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
歴
史
学
の
基
礎
を
築
い

た
黒
板
が
戦
後
に
批
判
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
︑
黒
板
の
学
問
的
貢
献
が
過
小

評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
︑
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
︒

し
か
し
本
書
に
は
︑
幾
つ
か
の
問
題
点
が
散
見
さ
れ
る
︒

第
一
に
︑
歴
史
学
へ
資
金
を
援
助
し
た
側
の
動
向
を
分
析
し
て
い
な
い
た

め
︑
本
書
の
主
張
が
や
や
説
得
力
に
欠
け
る
点
で
あ
る
︒
著
者
の
主
張
を
ま

と
め
る
と
︑
①
黒
板
が
歴
史
学
の
有
用
性
を
宣
伝
し
た
こ
と
で
︑
②
歴
史
学

の
重
要
性
を
認
識
し
た
政
府
や
名
士
が
資
金
援
助
を
行
い
︑
③
そ
の
結
果
と

し
て
歴
史
学
の
研
究
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
︑
と
な
ろ
う
︒
し
か
し
①
と
③
が

丹
念
に
検
証
さ
れ
る
の
に
対
し
︑
②
に
つ
い
て
は
︑
官
僚
・
政
治
家
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
に
黒
板
や
歴
史
学
を
認
識
し
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
と
い
う
点
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
黒
板
が
叙
勲
を
受
け

た
こ
と
︵
一
四
九
頁
︑
一
九
八
頁
︶
や
︑
結
果
と
し
て
研
究
基
盤
が
整
備
さ

れ
た
こ
と
を
提
示
す
る
に
留
ま
る
︒

そ
れ
で
も
︑
黒
板
ら
が
史
蹟
保
存
の
有
用
性
を
説
き
︑
そ
の
法
制
化
が
進

め
ら
れ
た
と
い
っ
た
直
接
的
な
事
例
︵
一
三
二
～
一
四
五
頁
︶
か
ら
は
︑
資

金
を
援
助
し
た
側
が
︑
歴
史
学
の
重
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
︒

し
か
し
︑
一
九
一
〇
年
代
に
﹁
専
門
歴
史
家
は
︑
︹
中
略
︺
国
民
教
育
に
つ

い
て
助
言
を
求
め
ら
れ
る
︑
過
去
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
管
理
者
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
﹂
︵
一
四
九
頁
︶
こ
と
や
︑
﹁
歴
史
と
歴
史
家
は
︑

一
九
三
〇
年
代
に
は
国
策
を
進
め
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い

っ
た
﹂
︵
一
九
八
頁
︶
こ
と
が
黒
板
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
に
は
︑
黒
板
に
対
す
る
国
家
の
具
体
的
な
認
識
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

さ
ら
に
こ
う
し
た
姿
勢
に
よ
り
︑
本
書
は
専
ら
歴
史
家
の
尽
力
が
研
究
基

盤
の
整
備
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
︑
歴
史
家
の
側
に
立
っ
た
一
方
向
的
な
歴

史
像
し
か
提
示
し
な
い
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
歴
史
家
と
国
家
の
双
方
の
利

害
が
衝
突
し
た
結
果
と
し
て
︑
歴
史
学
の
発
展
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒

例
え
ば
関
東
大
震
災
後
に
黒
板
が
人
心
復
興
の
た
め
に
史
蹟
保
存
の
必
要

を
説
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
︵
一
七
七
頁
︶
こ

と
や
︑
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
歴
史
学
が
大
衆
的
人
気
を
集
め
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
歴
史
学
へ
の
国
庫
補
助
が
震
災
後
の
予
算
削
減
の
た
め
に
停
滞
し

た
︵
二
二
五
頁
︶
こ
と
か
ら
は
︑
歴
史
家
と
国
家
の
﹁
せ
め
ぎ
合
い
﹂
の
一

端
が
見
出
さ
れ
る
︒
し
か
し
本
書
は
国
家
側
の
動
向
の
分
析
を
欠
く
た
め
︑

歴
史
家
が
十
分
に
資
金
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
指
摘
す
る
に
留
ま
る
︒

官
僚
・
政
治
家
の
思
惑
を
も
検
討
す
る
こ
と
で
︑
歴
史
学
と
国
家
と
の
関
係

を
双
方
向
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
黒
板
の
宣
伝
し
た
通
り
︑
歴
史
学
が
実
際
に
︑
ど
の
程
度
国
家

に
と
っ
て
﹁
役
に
立
つ
﹂
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る

た
め
︑
著
者
の
主
張
が
や
や
一
面
的
な
点
で
あ
る⑨
︒

例
え
ば
著
者
は
︑
﹃
国
体
新
論
﹄
が
日
本
の
特
殊
性
を
強
調
し
外
来
思
想

を
批
判
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で
︵
一
八
九
～
一
九
四
頁
︶
︑
同
書
が
学

術
雑
誌
や
教
科
書
等
で
称
賛
さ
れ
た
こ
と
︑
黒
板
が
種
々
の
講
演
に
招
か
れ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
て
︑
同
書
が
黒
板
に
国
体

書 評
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の
専
門
家
と
し
て
の
権
威
を
与
え
た
と
し
︑
そ
の
延
長
線
上
に
文
部
省
﹃
国

体
の
本
義
﹄
︵
一
九
三
七
年
︶
編
纂
等
の
国
策
事
業
へ
の
黒
板
の
参
加⑩
を
位

置
づ
け
る
︵
一
九
七
～
一
九
八
頁
︶
︒

し
か
し
思
想
弾
圧
が
激
化
す
る
一
九
三
〇
年
代
初
頭
ま
で
︑
左
翼
運
動
は

依
然
と
し
て
活
発
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
黒
板
ら
の
歴
史
叙
述
が
国
民
教
化

に
効
果
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
証
左
で
は
な
い
か
︒

さ
ら
に
︑
国
民
が
﹁
先
天
的
﹂
に
有
す
る
と
さ
れ
た
尊
皇
心
を
強
調
す
る

従
来
の
国
体
論
は
︑
総
力
戦
に
必
須
な
国
民
の
主
体
性
を
喚
起
し
え
な
い
と

い
う
矛
盾
に
陥
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
総
力
戦
が
現
実
化
す
る
と
︑
国
民
動

員
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
国
体
論
は
一
層
混
乱
を

深
め
て
い
た
︒
こ
う
し
た
状
態
に
対
し
て
︑
国
体
に
関
す
る
政
府
の
公
的
解

釈
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
﹃
国
体
の
本
義
﹄
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
同
書

も
ま
た
国
民
の
主
体
性
を
否
定
す
る
も
の
で
︑
ま
す
ま
す
国
体
論
の
矛
盾
は

深
ま
っ
た
と
さ
れ
る⑪
︒
つ
ま
り
﹃
国
体
新
論
﹄
を
初
め
と
し
た
﹁
功
績
﹂
に

よ
り
黒
板
が
﹃
国
体
の
本
義
﹄
編
纂
委
員
に
選
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
︑
む

し
ろ
﹃
国
体
新
論
﹄
等
が
出
版
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹃
国
体
の
本
義
﹄

を
編
纂
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
に
︑
黒
板
ら
体
制
派
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
苦

境
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

確
か
に
戦
中
に
歴
史
家
が
多
く
の
国
策
事
業
・
顕
彰
事
業
に
参
与
し
た
こ

と
か
ら
は
︑
こ
の
時
期
を
歴
史
学
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
﹁
最
盛
期
﹂
と

呼
び
う
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
単
に
︑
歴
史
家
が
意
の
ま
ま
に

能
力
を
発
揮
し
た
の
で
は
な
く
︑
国
体
論
の
抱
え
る
矛
盾
が
深
刻
化
す
る
中
︑

歴
史
家
が
克
服
困
難
︑
あ
る
い
は
不
可
能
な
課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
時
期
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か⑫
︒
国
体
論
の
矛
盾
と
い
う
実
態
を
考

慮
し
た
︑
よ
り
多
角
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
︒
本
書
は
日
本
の
国
民
国
家

形
成
と
歴
史
学
と
の
関
係
を
普
遍
的
視
点
か
ら
分
析
す
る
が
︑
﹁
国
史
﹂
を

﹁
天
壌
無
窮
の
神
勅
﹂
の
実
現
過
程
と
見
な
し
た
近
代
天
皇
制
と
歴
史
学
と

の
関
係
は
︑
普
遍
的
視
点
の
み
で
は
解
明
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

第
三
に
︑
戦
前
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
全
体
の
中
で
の
黒
板
の
位
置
を
問
う

た
松
沢
氏
の
批
判⑬
と
も
や
や
重
な
る
が
︑
本
書
の
分
析
が
黒
板
の
活
動
に
集

中
し
て
い
る
た
め
に
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
全
体
の
動
向
を
単
純
化
し
て
い

る
点
で
あ
る
︒
本
評
で
は
黒
板
が
歴
史
学
の
基
盤
を
整
備
し
た
と
い
う
著
者

の
主
張
に
つ
い
て
留
保
を
付
し
た
い
︒
確
か
に
若
き
日
の
黒
板
は
史
料
の
公

開
を
説
い
て
お
り
︵
七
〇
～
七
二
頁
︶
︑
後
の
﹃
国
史
大
系
﹄
の
出
版
は
そ

の
宿
願
の
結
実
と
言
え
る
︒
し
か
し
東
京
へ
の
史
料
の
一
極
集
中
は
そ
の
後

も
継
続
し
た
こ
と
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
内
部
に
競
合
関
係
が
存
在
し
た
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

戦
前
・
戦
中
の
京
大
国
史
を
牽
引
し
た
西
田
直
二
郎
は
東
西
の
歴
史
研
究

の
学
風
の
差
異
に
つ
い
て
︑
史
料
を
豊
富
に
有
す
る
東
大
が
実
証
的
な
学
風

を
︑
史
料
の
量
で
劣
る
京
大
が
理
論
的
な
研
究
を
発
展
さ
せ
た
と
述
べ
て
い

る⑭
︒
さ
ら
に
井
ヶ
田
良
治
は
︑
戦
後
に
お
い
て
も
古
文
書
の
影
写
本
を
東
京

に
閲
覧
に
行
っ
た
こ
と
︑
京
都
の
実
証
研
究
で
は
戦
前
以
来
︑
限
ら
れ
た
史

料
を
﹁
深
く
掘
る
﹂
こ
と
で
具
体
的
な
歴
史
像
を
解
明
す
る
学
風
が
発
達
し

た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る⑮
︒
地
方
で
の
歴
史
研
究
の
学
風
に
大
き
く
影
響
を

与
え
る
ほ
ど
︑
史
料
は
東
京
に
偏
重
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
京
都
で
行
わ
れ
た
東
山
文
庫
整
理
事
業

を
黒
板
が
主
導
し
︑
京
大
国
史
の
三
浦
周
行
と
西
田
直
二
郎
を
排
除
し
て
東

洋
史
の
内
藤
湖
南
︑
国
語
学
の
吉
沢
義
則
を
取
調
掛
に
加
え
た
の
は
︑
東

大
・
京
大
か
ら
メ
ン
バ
ー
を
﹁
公
平
﹂
に
選
定
し
た
建
前
を
取
り
つ
つ
︑

﹁
仕
事
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
﹂
︑
﹁
京
大
の
国
史
の
人
々
﹂
が
﹁
容
喙
﹂
す
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る
こ
と
を
嫌
っ
た
か
ら
だ
と
坂
本
太
郎
は
回
想
し
て
い
る⑯
︒
著
者
は
東
西
の

対
立
関
係
に
言
及
す
る
に
留
ま
る
︵
一
八
二
頁
︶
が
︑
評
者
は
こ
の
回
想
か

ら
︑
史
料
整
理
を
主
導
す
る
こ
と
で
︑
各
地
の
史
料
を
東
大
が
囲
い
込
も
う

と
す
る
黒
板
の
意
図
を
読
み
取
り
た
い
︒

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
黒
板
の
精
力
的
な
活
動
は
︑
競
合
す
る
他

の
学
問
領
域
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
を
卓
越
さ
せ
る
と
同
時
に
︑
東
大
国

史
・
史
料
編
纂
所
を
そ
の
内
部
で
特
権
化
さ
せ
る
営
為
で
も
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
単
に
黒
板
が
歴
史
学
の
基
盤
を
整
備
し
た

と
い
う
本
書
の
主
張
は
素
朴
に
過
ぎ
よ
う
︒
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
部
の
複
雑
な

関
係
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
︑
歴
史
学
と
国
家
と
の
関
係
を
慎
重
に
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
︒

以
上
の
批
判
は
本
書
の
意
義
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
多

く
は
︑
本
書
を
通
じ
て
評
者
が
気
付
か
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒
ま
た
黒
板
の
評

伝
と
い
う
本
書
の
性
質
上
︑
﹁
な
い
も
の
ね
だ
り
﹂
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
︒
し
か
し
本
書
の
目
的
が
﹁
そ
の
︹
歴
史
家
と
い
う
︺
専
門
職
が
︑
ど
の

よ
う
に
国
家
形
成
の
過
程
と
並
行
し
て
出
現
し
︑
繁
栄
し
た
の
か
と
い
う
日

本
の
経
験
を
提
供
す
る
こ
と
﹂
︵
一
九
頁
︶
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
の

点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

今
日
︑
あ
ら
ゆ
る
研
究
者
に
と
っ
て
競
争
的
資
金
の
獲
得
が
重
要
と
な
り
︑

自
ら
の
研
究
の
社
会
的
﹁
有
用
性
﹂
を
主
張
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
︒

日
本
の
近
代
歴
史
学
の
経
験
を
辿
っ
た
本
書
は
︑
現
在
の
歴
史
学
の
在
り
方

を
批
判
的
に
再
検
討
す
る
上
で
も
重
要
な
参
考
資
料
と
な
ろ
う
︒
評
者
の
不

勉
強
と
︑
語
学
能
力
の
低
さ
ゆ
え
の
誤
読
が
あ
る
こ
と
を
懼
れ
な
が
ら
︑
書

評
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒

①

日
本
国
外
で
の
研
究
動
向
を
網
羅
す
る
こ
と
は
評
者
の
力
量
を
超
え
る
た
め
︑

本
評
で
は
国
内
で
の
研
究
史
上
に
お
け
る
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
評
す
る
と
い
う

こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
著
者
の
報
告
︵
ヨ
シ
カ

ワ
・
リ
サ
﹁
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
歴
史
学
﹂
﹃
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年

報
﹄
第
一
四
・
一
五
号
︑
二
〇
一
六
年
︶
は
本
書
の
梗
概
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑

英
語
圏
で
の
日
本
史
学
史
研
究
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
︒
合
わ
せ
て
参
照
い
た
だ

き
た
い
︒

②

本
評
で
は
東
京
・
京
都
の
両
帝
国
大
学
に
つ
い
て
︵
前
者
に
つ
い
て
は
﹁
帝
国

大
学
﹂
時
代
を
含
め
︶
︑
著
者
の
方
針
に
則
り
﹁
東
大
﹂
﹁
京
大
﹂
と
略
記
す
る
︒

ま
た
両
大
学
の
国
史
学
専
攻
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
東
大
国
史
﹂
﹁
京
大
国
史
﹂
と
略
す

る
︒

③

黒
板
お
よ
び
戦
前
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
に
関
す
る
日
本
の
研
究
史
に
つ
い
て
は

廣
木
尚
﹁
日
本
近
代
史
学
史
研
究
の
現
状
と
黒
板
勝
美
の
位
置
﹂
︵
﹃
立
教
大
学
日

本
学
研
究
所
年
報
﹄
第
一
四
・
一
五
号
︑
二
〇
一
六
年
︶
が
詳
し
い
︒

④

池
田
智
文
﹁
近
代
﹁
国
史
学
﹂
の
思
想
構
造
﹂
︵
﹃
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
紀
要
﹄
第
二
五
集
︑
二
〇
〇
三
年
︶
︒

⑤

高
木
博
志
﹁
史
蹟
・
名
勝
の
成
立
﹂
︵
同
﹃
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
﹄

校
倉
書
房
︑
一
九
九
七
年
︶
︑
李
成
市
﹁
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
近
代
歴
史
学
﹂
︵
寺

内
威
太
郎
ほ
か
編
﹃
植
民
地
主
義
と
近
代
歴
史
学
﹄
戸
水
書
房
︑
二
〇
〇
四
年
︶
︒

⑥

廣
木
尚
﹁
黒
板
勝
美
の
通
史
叙
述
﹂
︵
﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
二
四
号
︑
二
〇
一
四

年
八
月
︶
︒

⑦

渡

邉

剛
﹁
書

評

Y
O
SH
IK
A
W
A
,
L
isa
:
M
akin
g
H
istory
M
atter
:

K
u
roita
K
atsu
m
i
an
d
th
e
C
on
stru
ction
of
Im
perial
Japan
﹂
︵
﹃
史
苑
﹄

第
七
八
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
八
年
二
月
︶
二
八
九
頁
︒

⑧

人
文
・
社
会
科
学
一
般
に
つ
い
て
は
︑
駒
込
武
ほ
か
編
﹃
戦
時
下
学
問
の
統
制

と
動
員
﹄
︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︶
が
研
究
助
成
制
度
に
着
目
し
な

が
ら
戦
時
期
の
学
問
動
員
を
論
じ
て
い
る
︒

書 評
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⑨

こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
松
沢
裕
作
氏
は
前
掲
註
①
の
著
者
の
報
告
に
対
し
て
︑

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
中
心
的
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
東
大
史
料
編
纂
所
で
の
史

料
編
纂
事
業
が
︑
い
か
な
る
経
路
で
日
本
の
国
民
国
家
形
成
に
貢
献
し
た
の
か
と

い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
る
︵
松
沢
﹁
コ
メ
ン
ト
﹂
﹃
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年

報
﹄
第
一
四
・
一
五
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
四
頁
︶
︒

⑩

な
お
著
者
は
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
黒
板
は
﹃
国
体
の
本
義
﹄
編
纂
委
員
に
選

出
さ
れ
た
も
の
の
︑
同
書
の
編
纂
会
議
に
は
一
度
も
出
席
し
て
い
な
い
︵
土
屋
忠

雄
﹁
﹁
国
体
の
本
義
﹂
の
編
纂
過
程
﹂
﹃
関
東
教
育
学
会
紀
要
﹄
第
五
号
︑
一
九
七

八
年
︑
八
頁
︶
︒

⑪

昆
野
伸
幸
﹃
近
代
日
本
の
国
体
論
﹄
︵
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
一
八
二

～
一
八
八
頁
︒

⑫

廣
木
︑
前
掲
﹁
日
本
近
代
史
学
史
研
究
の
現
状
と
黒
板
勝
美
の
位
置
﹂
二
八
頁
︒

当
該
期
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
は
︑
長
谷
川
亮
一
﹃
﹁
皇
国
史
観
﹂
と
い
う
問
題
﹄

︵
白
澤
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
を
参
照
︒

⑬

松

沢
︑
前

掲
﹁
コ

メ

ン

ト
﹂
三

三

頁
︒
ま

た
︑
渡

邉
︑
前

掲
﹁
書

評

Y
O
SH
IK
A
W
A
,
L
isa
:
M
akin
g
H
istory
M
atter
:
K
u
roita
K
atsu
m
i
an
d

th
e
C
on
stru
ction
of
Im
perial
Japan
﹂
は
黒
板
・
平
泉
澄
と
史
料
編
纂
所
グ

ル
ー
プ
と
の
対
立
に
注
意
を
促
す
が
︑
本
評
は
東
大
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
︑
黒

板
の
活
動
が
あ
く
ま
で
東
大
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
前
提
と
し
︑
そ
れ

を
再
生
産
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

⑭

﹁
山
本
四
郎
日
記
﹂
一
九
六
三
年
一
〇
月
六
日
条
︵
山
本
四
郎
﹃
陸
軍
将
校
か

ら
歴
史
研
究
者
へ
﹄
私
家
版
︑
二
〇
一
一
年
︑
二
四
～
二
五
頁
︶
︒

⑮

﹁
日
本
史
研
究
会
の
歩
み
と
今
後
の
課
題

井
ヶ
田
良
治
氏
に
聞
く
﹂
︵
﹃
日
本

史
研
究
﹄
五
八
九
号
︑
二
〇
一
一
年
九
月
︶
七
二
～
七
三
頁
︒
ま
た
︑
永
原
慶
二

は
東
大
の
史
料
編
纂
掛
の
設
置
に
よ
り
︑
﹁
古
代
・
中
世
史
︑
と
く
に
中
世
史
研

究
の
基
礎
と
な
る
史
料
の
独
占
体
制
が
成
立
し
た
﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
永

原
﹃
20
世
紀
日
本
の
歴
史
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑
四
一
頁
︶
︒

⑯

坂
本
太
郎
﹁
古
代
史
の
道
﹂
︵
同
﹃
坂
本
太
郎
著
作
集
﹄
一
二
巻
︑
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
八
九
年
︑
初
出
一
九
八
〇
年
︶
四
九
～
五
〇
頁
︒
ま
た
坂
本
は
同
様
に
︑

﹁
三
高
教
授
兼
京
大
助
教
授

︹

マ

マ

︺

で
あ
っ
た
中
村
直
勝
﹂
を
同
事
業
の
非
常
勤
職
員
に

任
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
﹁
京
都
の
国
史
科
の
人
に
全
く
門
戸
を
閉
ざ
し
た
の

で
は
な
い
と
い
う
証
に
は
な
っ
た
﹂
と
述
べ
る
︵
同
書
五
〇
頁
︶
︒

︵
C
am
bridge,
M
ass.:
H
arvard
U
niversity
A
sia
C
enter,

2017,6
×
9
inches,
pp.382,
$49.95
︶

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
︶

112 (672)


