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公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
　
そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
」

小　

澤　
　
　

実

二
〇
一
五
年
十
一
月
七
日
と
八
日
、
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
五
号
館
第
一
・

第
二
会
議
室
に
お
い
て
、
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
主
催
、
立
教
大
学
Ｓ
Ｆ
Ｒ
﹁
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
﹂
共
催
に
よ
り
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
﹁
近
代
日
本
の
偽
史
言
説　

そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
﹂
が
開
催
さ
れ
た
。

﹁
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
は
源
義
経
で
あ
る
﹂、﹁
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
大
陸
は
実
在
す
る
﹂、

﹁
ひ
ら
が
な
よ
り
古
い
日
本
独
自
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
﹂、﹁
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
は
日
本
で
死
ん
だ
﹂、﹁
東
北
に
古
代
王
朝
が
存
在
し
て
い
た
﹂
と
い
っ
た
、
研
究

者
な
ら
ず
と
も
、
ま
っ
と
う
な
学
問
教
育
を
受
け
た
も
の
で
あ
れ
ば
お
そ
ら
く
は
一

顧
だ
に
し
な
い
言
説
群
が
、
近
代
日
本
に
は
、
そ
し
て
今
に
至
る
ま
で
、
わ
た
し
た

ち
の
周
囲
に
は
存
在
す
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
共
通
テ
ー
マ
は
、
か
よ
う
な
偽
史

言
説
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
偽
史
︵pseudo-history, false history

︶
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
定
義
づ
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
歴
史
︵history

︶
を
描
き
出
す
歴
史
叙
述

︵historiography

︶
と
は
何
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
ず
か
な
時
間
で
こ
の
問

い
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
史
料
批
判
と

い
う
近
代
学
問
的
な
手
続
き
を
経
て
抽
出
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
構
築

さ
れ
た
、
過
去
の
世
界
を
描
出
す
る
一
つ
の
物
語
、
と
し
て
お
き
た
い
。
重
要
な
の

は
、
私
達
が
接
す
る
歴
史
叙
述
は
、
第
三
者
に
よ
る
再
現
可
能
性
を
そ
の
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
の
中
に
内
包
す
る
近
代
的
学
問
と
い
う
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
か
ら
な
る
学

者
共
同
体
の
承
認
を
経
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
歴
史
と
偽
史
を

分
か
つ
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
偽
史
と
は
何
か
を
問
う
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
近
代
学

問
の
承
認
を
経
た
歴
史
に
対
抗
す
る
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
別
の
物
語
と
い

う
位
置
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
た
る
偽
史
は
、
必

ず
し
も
近
代
学
問
手
続
に
従
っ
た
第
三
者
に
よ
る
検
証
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
う
し

た
偽
史
を
紡
ぐ
も
の
は
、
自
分
が
偽
史
を
試
み
て
い
る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
巷

間
で
承
認
さ
れ
る
偽
史
と
さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
真
の
歴
史
で
あ
る
、
自
分
こ
そ
が
真

実
を
知
っ
て
い
る
、
と
信
じ
が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
偽
史
と
わ
か
っ
た
う
え
で
、

偽
史
を
広
め
る
も
の
も
い
る
の
だ
が
。

か
よ
う
な
偽
史
言
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
と
学
会
周
り
を
中
心
に
、
多

く
の
紹
介
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
単
行
本
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
長

山
靖
生
﹃
偽
史
冒
険
世
界

カ
ル
ト
本
の
百
年
﹄︵
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
ち

く
ま
文
庫
、二
〇
〇
一
年
︶、藤
原
明
﹃
日
本
の
偽
書
﹄︵
文
春
新
書
、二
〇
〇
四
年
︶、

原
田
実
﹃
ト
ン
デ
モ
偽
史
の
世
界
﹄︵
楽
工
社
、
二
〇
〇
八
年
︶
な
ど
が
そ
の
代
表

例
で
あ
る
。偽
史
言
説
は
、近
代
以
降
の
日
本
社
会
が
生
み
出
し
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

の
一
分
野
と
し
て
、
大
学
の
歴
史
学
科
で
の
研
究
成
果
が
提
供
し
な
い
日
本
近
代
史

の
﹁
裏
面
史
﹂
と
し
て
、
多
く
の
人
の
心
を
捉
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様

の
事
例
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
各
地
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
と
え
ば
ケ

ネ
ス
・
フ
ィ
ー
ダ
ー
﹃
幻
想
の
古
代
史
﹄︵
上
下
、
楽
工
社
、
二
〇
〇
九
年
︶
や
ロ

ナ
ル
ド
・
フ
リ
ッ
ツ
ェ
﹃
捏
造
さ
れ
る
歴
史
﹄︵
原
書
房
、
二
〇
一
二
年
︶
で
は
、

と
り
わ
け
西
洋
に
お
け
る
偽
史
の
事
例
と
そ
の
背
景
を
的
確
に
解
説
し
て
い
る
。

し
か
し
、近
年
、サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
、い
わ
ば
お
か
し
み
の
対
象
で
も
あ
っ

た
偽
史
言
説
が
、
突
如
実
態
を
も
っ
て
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
し
た
。
江
戸
し
ぐ
さ
と
よ

ば
れ
る
、
史
料
上
の
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
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道
徳
作
法
が
、
あ
た
か
も
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
実
際
の
教
育
現
場
で
教

え
ら
れ
る
と
い
う
事
件
を
巡
る
一
連
の
騒
動
で
あ
る
。
詳
細
は
原
田
実
氏
の
﹃
江
戸

し
ぐ
さ
の
正
体　

教
育
を
む
し
ば
む
偽
り
の
伝
統
﹄︵
星
海
社
、
二
〇
一
四
年
︶
と

﹃
江
戸
し
ぐ
さ
の
終
焉
﹄︵
星
海
社
、
二
〇
一
六
年
︶
に
譲
る
が
、
良
識
あ
る
人
が
冗

談
と
笑
い
飛
ば
す
偽
史
も
、
あ
る
種
の
条
件
が
揃
っ
た
場
合
、
あ
た
か
も
本
来
存
在

し
た
実
態
を
持
つ
歴
史
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
始
め
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
を
、
こ
の
騒
動
は
証
明
し
て
い
る
。
そ
う

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
偽
史
言
説
と
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
対
象
と
し
て
の
矩
を
飛
び
越
え
、
突
然
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
た
社

会
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
偽
史
の
も
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
本
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
は
、
近
代
の
日
本
を
中
心
に
生
み
出
さ
れ
た
偽
史
言
説
を
、
学
問
的
手
続
き

に
従
っ
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。小
澤
に
よ
る﹁
偽
史
言
説
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
﹂
を
皮
切
り
と
し
て
、
第
一
部
﹁
神
代
史
と
い
う
伏
流
﹂
で
は
、
近
代
日
本
の
偽

史
言
説
に
基
盤
を
与
え
た
、
国
学
思
想
に
お
け
る
偽
史
的
要
素
を
扱
っ
た
。
報
告
内

容
は
三
ツ
松
誠
氏
に
よ
る
﹁
神
代
文
字
と
平
田
国
学
﹂
な
ら
び
に
永
岡
崇
氏
に
よ
る

﹁
自
己
増
殖
す
る
偽
史
︱
︱
竹
内
文
献
の
旅
と
帝
国
日
本
︱
︱
﹂
で
あ
る
。
第
二
部

﹁﹁
歴
史
﹂
の
創
造
﹂
で
は
、
地
域
社
会
や
戦
争
と
い
っ
た
抗
い
が
た
い
状
況
が
要
請

す
る
歴
史
の
書
き
換
え
が
創
造
す
る
偽
史
言
説
を
、馬
部
隆
弘﹁
偽
文
書﹁
椿
井
文
書
﹂

が
受
容
さ
れ
る
理
由
﹂、石
川
巧﹁
戦
時
下
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︱
︱
小
谷
部
全
一
郎﹃
成

吉
思
汗
は
義
経
な
り
﹄
を
読
む
︱
︱
﹂、
長
谷
川
亮
一
﹁﹁
日
本
古
代
史
﹂
を
語
る
と

い
う
こ
と
︱
︱
﹁
皇
国
史
観
﹂
と
﹁
偽
史
﹂
の
は
ざ
ま
︱
︱
﹂
が
読
み
解
い
た
。
第

三
部
﹁
海
外
偽
史
と
の
接
触
﹂
で
は
、
庄
子
大
介
﹁﹁
失
わ
れ
た
大
陸
﹂
言
説
の
系

譜
︱
︱
日
本
に
と
っ
て
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
と
ム
ー
大
陸
︱
︱
﹂、
津
城
寛
文
﹁
日

猶
同
祖
論
︱
︱
旧
約
預
言
か
ら
﹃
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
﹄
ま
で
︱
︱
﹂、
高
尾

千
津
子
﹁
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
説
︱
︱
日
本
に
お
け
る
﹁
シ
オ
ン
議
定
書
﹂
の
伝
播
と
受
容

︱
︱
﹂
と
い
う
事
例
報
告
を
行
い
、
海
外
が
淵
源
の
偽
史
言
説
が
、
近
代
の
日
本
に

移
植
さ
れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
た
の
か
を
検
証
し
た
。

　

二
日
間
に
わ
た
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ウ
ェ
ブ
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
が
ツ
イ
ッ

タ
ー
な
ど
で
喧
伝
さ
れ
、
当
日
は
立
ち
見
が
出
る
ほ
ど
の
盛
況
で
あ
っ
た
。
参
加
者

に
は
、
い
わ
ゆ
る
大
学
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
偽
史
に
関
心
の
あ
る
一
般
の
方
も
多

く
見
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
偽
史
言
説
を
め
ぐ
る
問
題
系
が
、
い
か
に
多

方
面
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
の
か
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
近
代
日
本
の
重

要
な
一
部
を
映
す
鏡
と
し
て
学
術
的
検
討
に
価
す
る
の
か
を
実
証
し
た
次
第
で
あ

る
。 

︵
お
ざ
わ
み
の
る　

本
学
文
学
部
准
教
授
︶　


