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論
集
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
の
合
評
会
に
お

い
て
、
ド
イ
ツ
留
学
経
験
の
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
研
究
者
と
い

う
立
場
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
が
期
待
さ
れ
て
い
た
著
者
は
、
論
題
と
し

て
「
近
代
日
本
に
お
け
る
／
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
研
究
」

を
掲
げ
た
。
本
書
を
読
ん
で
抱
い
た
雑
感
を
、
近
代
日
本
に
と
っ
て

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
研
究
、
近
代
日
本
に
お
い
て
な
さ
れ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
研
究
と
い
っ
た
視
点
か
ら
述
べ
る
、
と
い
う
体
の
コ
メ

ン
ト
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「『
学
史
』

と
し
て
の
枠
を
い
っ
た
ん
外
し
た
上
で
、
過
去
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
多
様
な
『
歴
史
を
書
く
』
と
い
う
営
為
を
そ
の
も
の
と
し
て
取
り

上
げ
る
こ
と
を
試
み
る
。
全
体
を
通
じ
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
『
過

去
の
人
々
が
、そ
の
人
々
に
と
っ
て
の
過
去
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、

記
述
し
た
か
』
と
い
う
問
い
で
あ
る
」
と
い
う
（
１
）

本
書
の
基
本
方
針
か

ら
は
逸
れ
て
い
る
恐
れ
も
あ
る
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
て
本
書
『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
か
ら
筆
者
は
多
く
の
刺

激
を
受
け
た
が
、
こ
こ
で
本
書
全
体
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
読
者
に
よ
っ
て
着
眼
点
が
異
な
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
以

下
論
点
を
絞
り
、
本
書
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
敷
衍
す
る
方
向
性
を

探
り
た
い
。
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
模
倣
の
モ
デ
ル
」、「
正
統

化
の
ツ
ー
ル
」、「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
は
「
正
史
」
の
編
纂
に
関
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
八
六
九
年
二
月
に
太
政
官
が
昌
平
学
校
・
開
成
学
校
に
正
史
の
編

報
告
二

　
近
代
日
本
に
お
け
る
／
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
研
究

　
　
―
ド
イ
ツ
歴
史
学
界
と
の
関
わ
り
か
ら
―

　
　

菊
　
地
　
重
　
仁
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纂
を
指
示
し
た
際
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
時
代
が
『
三
代
実
録
』
収

録
時
期
の
後
、
す
な
わ
ち
八
八
七
年
以
降
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
後
な
さ
れ
た
「
塙
史
料
」（
八
八
七-

一
〇
二
四
年
を
カ
バ
ー
。
和
学
講
談
所
で
編
纂
）
と
『
大
日
本
史
』

（
一
三
九
三
年
ま
で
）
の
扱
い
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
修
史
事
業
の
対

象
時
期
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
と
も
か
く
前
者
へ
の
依
拠
、
後
者
へ
の
部
分
的
依
拠
が
方
針
と
し

て
定
ま
り
つ
つ
も
、
そ
し
て
歴
史
課
か
ら
修
史
局
、
修
史
館
、
臨
時

修
史
局
、
史
誌
編
纂
掛
と
修
史
事
業
の
担
い
手
の
制
度
上
の
変
遷
を

経
て
も
な
お
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
昭
和
に
入
っ
て
平
泉
澄
が
は
っ
き

り
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
事
業
は
「
三
代
実
録
以
後
ノ
闕
典

ヲ
補
フ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
主
眼
」
だ
っ
た
と
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
（
２
）

。
と
す
れ
ば
こ
の
修
史
事
業
の
対
象
時
期
の
大
部
分
は
、
明
治

初
期
に
は
未
だ
学
術
的
な
時
代
区
分
の
用
語
と
し
て
確
立
さ
れ
て
は

い
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
れ
、
今
で
い
う
「
中
世
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
あ
る
い
は
「
封
建
」
の
時
代
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
（
３
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
正
史
編
纂
事
業
が
帝
国
大
学
に
移
管
さ
れ
、

国
史
学
科
の
創
設
、正
史
編
纂
事
業
の
停
止
と
史
料
編
纂
掛
の
設
置
、

国
史
学
科
の
史
学
科
と
の
融
合
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
二
〇
年
に
満
た

な
い
流
れ
の
中
で
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
が
形
を
整
え
て
い
っ
た
と
見

る
と
き
、
正
史
・
史
料
編
纂
事
業
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
た
「
中

世
」
を
い
か
に
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
当
時
の
歴
史
学
の
重
要
課
題

の
一
つ
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
（
４
）

。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
招
聘
理
由
に
判
然
と
し
な
い
と
こ

ろ
も
多
く
、
例
え
ば
「
ラ
ン
ケ
史
学
」
の
系
統
に
あ
る
こ
と
や
、
教

育
に
必
要
と
さ
れ
た
英
語
に
堪
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
強
調
さ
れ
て

い
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ー
ス
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
の
議
会
に

つ
い
て
博
士
論
文
を
書
い
て
い
た
、
と
い
う
点
も
忘
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
、
リ
ー
ス
の
専
門
が
中
世
史
だ
っ

た
こ
と
が
彼
を
招
聘
す
る
理
由
と
な
っ
た
と
主
張
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
け
る
彼
の
歴
史
家
と
し
て
の
経
歴

と
、
来
日
し
て
か
ら
の
リ
ー
ス
の
発
言
は
、
そ
の
後
の
日
本
に
お
け

る
中
世
研
究
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
ス
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
教
育
を
受
け

て
い
る
が
、
当
時
の
ベ
ル
リ
ン
に
は
、
大
学
の
他
、
モ
ヌ
メ
ン
タ
・

ゲ
ル
マ
ニ
ア
エ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
（
Ｍ
Ｇ
Ｈ
）
と
い
う
中
世
史
料
編
纂

機
関
が
存
在
し
て
い
た
。
リ
ー
ス
は
ベ
ル
リ
ン
で
古
文
書
学
を
中
心

と
し
た
史
料
学
の
泰
斗
で
後
に
Ｍ
Ｇ
Ｈ
総
裁
と
な
る
ハ
リ
ー
・
ブ
レ

ス
ラ
ウ
の
講
義
を
聞
き
、
当
時
の
Ｍ
Ｇ
Ｈ
総
裁
ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
ァ
イ

ツ
に
よ
っ
て
在
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ン
ザ
史
料
の
編
纂
を
委
託
さ
れ
る
ほ

ど
中
世
史
料
の
扱
い
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
リ
ー
ス

は
狭
義
の
専
門
た
る
中
近
世
史
に
の
み
専
心
す
る
の
で
は
な
く
、
ラ

ン
ケ
の
理
想
主
義
的
歴
史
把
握
に
傾
倒
し
、
師
匠
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ

ク
と
同
様
世
界
史
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
当
時
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の
Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
よ
う
に
文
献
学
的
な
テ
キ
ス
ト
批
判
に
専
念
す
る
方

向
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
し
て
い
た
、
と
も
さ
れ
る
（
５
）

。
し
か
し
明

治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
の
「
リ
ー
ス
意
見
書
」
で
文
書
形
式
学

（D
iplom

atik
）
や
古
書
体
学
（Paläographie

）
と
い
っ
た
歴
史

補
助
学
や
史
料
批
判
を
含
め
た
史
料
学
（Q

uellenkunde

）
を
帝

国
大
学
で
の
教
育
の
中
で
重
視
し
て
い
た
り
（
６
）
、「
史
学
会
雑
誌
編
纂

ニ
付
テ
意
見
」
に
お
い
て
は
Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
往
年
の
総
裁
ペ
ル
ツ
を
引
き

合
い
に
出
し
つ
つ
史
料
収
集
・
編
纂
の
困
難
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

学
会
誌
を
も
利
用
し
つ
つ
学
界
全
体
で
史
料
収
集
の
方
向
へ
と
向
か

う
必
要
性
と
を
主
張
し
て
い
た
り
す
る
よ
う
に
（
７
）
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
学
界
で
洗
練
さ
れ
て
い
た
史
料
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
日
本
の
歴
史

学
の
中
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
だ
ろ

う
（
８
）

。
そ
し
て
こ
の
分
野
こ
そ
、
当
時
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
Ｍ
Ｇ
Ｈ
を

中
心
に
中
世
史
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い

た
分
野
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
例
え
ば
（
坪
井
九
馬
三
の
紹
介
を

通
じ
て
）
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
日
本
の
古
文
書

学
が
、
長
ら
く
中
世
史
料
を
対
象
の
中
心
と
し
過
ぎ
て
き
た
と
い
う

批
判
（
９
）

の
背
景
も
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古

文
書
学
に
は
、
文
書
を
歴
史
的
知
の
源
と
し
て
扱
う
た
め
の
学
問
と

い
う
側
面
が
あ
る
が
、
歴
史
学
者
た
ち
が
文
書
を
過
去
の
事
実
の

「
証
拠
」
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
歴
史
的
知
を
求
め
た

歴
史
家
た
ち
が
文
書
館
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
当

然
、
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
一
七
・
一
八
世
紀
の
経
験
主
義
的
手
法
隆
盛
の
中
で
の

歴
史
学
に
対
す
る
懐
疑
的
態
度
と
の
対
決
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
確
立
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ

と
エ
ス
キ
ル
セ
ン
は
論
じ
て
い
る）
（1
（

。
し
か
し
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

一
九
世
紀
に
入
っ
て
も
な
お
国
立
文
書
館
は
第
一
に
国
家
に
奉
仕
す

べ
き
施
設
だ
っ
た
た
め
、
国
家
の
利
害
を
尊
重
す
べ
く
、
時
間
的
に

近
い
時
代
に
関
心
の
あ
る
歴
史
家
が
国
立
文
書
館
所
蔵
資
料
に
ア
ク

セ
ス
す
る
に
は
厳
し
い
審
査
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、
ど
ん
な
歴
史

家
で
あ
れ
、
閲
覧
申
請
が
通
る
か
否
か
は
政
治
的
状
況
・
政
治
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
次
第
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

中
世
史
料
は
相
対
的
に
「
安
全
」
な
も
の
と
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る）
（（
（

。
こ
う
し
た
状
況
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
文
書
を
扱
う
学

と
し
て
は
す
で
に
啓
蒙
期
か
ら
の
蓄
積
も
あ
っ
た
中
世
の
文
書
に
関

す
る
古
文
書
学
が
先
ん
じ
て
体
系
化
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
流
れ
も
想

定
で
き
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
語
圏
の
歴
史
学
に

お
い
て
、
世
間
の
ロ
マ
ン
主
義
的
風
潮
と
は
一
線
を
画
す
形
で
、
輝

か
し
い
過
去
の
時
代
と
し
て
の
中
世
研
究
が
活
発
に
な
る
下
地
が
形

成
さ
れ
た
の
は
、
ポ
ス
ト
啓
蒙
期
、
法
制
史
学
者
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
ら

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
研
究
者
が
活
躍
し
た
一
九
世
紀
初
頭
か
ら

一
八
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
画
期
を
な
し
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た
の
は
一
八
一
九
年
の
モ
ヌ
メ
ン
タ
の
前
身
の
発
足
で
あ
る
。
モ
ヌ

メ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、「
文
献
批
判
技
術
を
駆
使
し
て
史
料
か
ら

事
実
を
引
き
出
す
営
み
に
沈
滞
す
る
こ
と
で
、
独
自
の
祖
国
愛
を
実

践
し
て
い
っ
た
。
他
に
類
の
な
い
膨
大
な
史
料
の
校
訂
と
編
纂
、
そ

れ
に
基
づ
く
専
門
研
究
の
現
場
は
、
い
わ
ば
『
知
の
実
験
場
』
の
様

相
を
呈
し
、
妥
協
の
な
い
客
観
性
の
追
求
と
祖
国
愛
の
同
居
す
る
学

術
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
ド
イ
ツ
近
代
国
家
に
固
有
の
強
固
な

推
進
力
を
獲
得
し
て
」
い
っ
た
と
い
う）
（1
（

。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
中
世
史

研
究
の
状
況
は
、
少
し
遅
れ
て
国
家
の
た
め
の
「
中
世
史
」
の
記
述

が
求
め
ら
れ
た
近
代
日
本
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た

と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
な
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ

ー
ル
に
よ
る
批
判
を
念
頭
に
置
き
き
つ
つ
も
、
こ
れ
は
再
考
す
べ
き

問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
リ
ー
ス
を
通
じ
て
そ
の
近
代
的
歴
史
学
の
手
法
が
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
た
と
し
ば
し
ば
評
さ
れ
る
ラ
ン
ケ
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は

主
た
る
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
を
近
世
史
と
し
つ
つ
も
、
間
接
的
に
中
世

研
究
の
復
権
に
一
役
買
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
中
世

の
歴
代
国
王
・
皇
帝
の
事
績
を
年
毎
に
、
編
年
史
風
に
記
述
し
て
い

く
叢
書
が
企
画
さ
れ
、
一
八
三
七
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
ザ
ク
セ

ン
王
朝
（
オ
ッ
ト
ー
朝
）
部
分
の
三
巻
本
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
編
者

と
な
っ
た
の
は
ラ
ン
ケ
で
あ
り
、
各
巻
の
著
者
は
、
第
一
巻
第
一
分

冊
を
著
し
た
上
述
の
ヴ
ァ
イ
ツ
を
含
め
、
ラ
ン
ケ
の
弟
子
た
ち
で
あ

っ
た）
（1
（

。
こ
の
叢
書
は
一
八
六
〇
年
代
以
降
、
バ
イ
エ
ル
ン
学
術
ア

カ
デ
ミ
ー
歴
史
委
員
会
に
よ
り
『
ド
イ
ツ
史
年
鑑
（Jahrbücher 

der deutschen G
eschichte

）』
と
し
て
拡
大
継
続
さ
れ
、
各
巻

の
史
料
に
基
づ
い
た
精
緻
な
記
述
は
、
今
な
お
中
世
史
研
究
に
お
い

て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
叢
書
に
言

及
し
た
の
は
、『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
を
読
み
な
が
ら
、
歴

史
研
究
あ
る
い
は
修
史
の
成
果
を
刊
行
す
る
に
際
し
て
モ
デ
ル
と
な

り
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
史
学
書
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う

点
に
興
味
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
四
月

一
四
日
、
正
院
歴
史
課
が
修
史
局
と
改
称
さ
れ
、
五
月
四
日
に
以
後

の
編
集
方
針
と
し
て
「
修
史
事
宣
」
を
上
申
し
た
際
、
西
洋
の
歴
史

書
は
「
編
年
史
中
ニ
紀
事
本
末
ノ
体
ヲ
帯
ヒ
、
間
々
論
断
ヲ
加
ヘ
、

或
ハ
図
画
ヲ
挿
ミ
、
概
数
統
計
ノ
事
ニ
至
テ
ハ
表
紀
ヲ
提
出
シ
、
一

目
瞭
然
其
要
領
ヲ
得
セ
シ
ム
」
と
い
う
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
た

め
、
こ
れ
ら
も
参
考
す
べ
き
と
し
て
い
た
り）
（1
（

、
あ
る
い
は
重
野
安
繹

が
正
史
編
纂
事
業
の
初
期
段
階
で
、
西
洋
の
歴
史
書
の
様
式
を
取
り

入
れ
る
こ
と
を
意
識
し
、
実
際
西
南
戦
争
の
記
録
に
あ
た
っ
て
そ
の

実
験
を
試
み
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
こ
の
時
期
の
状
況

と
し
て
、
当
時
す
で
に
ギ
ゾ
ー
や
バ
ッ
ク
ル
ら
の
「
文
明
史
」
が
翻

訳
さ
れ
、
知
識
人
に
広
く
読
ま
れ
て
い
て
も
、
そ
の
影
響
は
も
っ
ぱ

ら
「
文
明
史
学
」
あ
る
い
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
史
学
」
の
領
域

に
と
ど
ま
り
、
ま
た
一
八
七
九
年
に
重
野
か
ら
末
松
謙
澄
へ
の
依
頼
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を
契
機
に
著
さ
れ
た
ゼ
ル
フ
ィ
ー
のThe Science of H

istory

が

最
新
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
学
研
究
の
十
分
な
情
報
源
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
は
い
る）
（1
（

。
し
か
し
一
八
八
七
年
に
史

学
科
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
リ
ー
ス
が
教
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
、

一
八
八
八
年
に
正
史
編
纂
事
業
が
帝
国
大
学
に
移
管
さ
れ
、
翌
年
に

国
史
学
科
が
創
設
さ
れ
、
史
学
会
も
発
足
す
る
と
い
う
流
れ
の
中

で
、
修
史
に
携
わ
る
重
野
ら
考
証
学
を
学
問
的
基
調
と
し
て
き
た
漢

学
系
の
歴
史
家
た
ち
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
学

に
間
接
的
で
は
あ
れ
触
れ
る
機
会
は
増
し
た
で
あ
ろ
う
。あ
る
い
は
、

久
米
事
件
を
経
て
『
大
日
本
編
年
史
』
の
刊
行
が
中
止
さ
れ
た
後
、

一
八
九
五
年
に
帝
国
大
学
内
で
史
料
編
纂
掛
が
、
帝
国
大
学
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
風
の
歴
史
学
を
も
学
ん
だ
三
上
参
次
の
指
導
下
に
「
史
料
」

の
編
纂
に
注
力
す
る
形
で
新
た
な
活
動
を
開
始
し
て
以
降）
（1
（

、
史
料
編

纂
を
め
ぐ
る
研
究
者
た
ち
の
動
き
に
ド
イ
ツ
歴
史
学
の
影
響
が
強
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
正
史
と
し

て
読
ま
れ
る
べ
き
歴
史
叙
述
、「
塙
史
料
」
に
基
づ
い
た
形
式
で
書

か
れ
た
当
時
の
言
葉
で
言
う
「
史
料）
（1
（

」
と
し
て
の
『
大
日
本
史
料
』、

そ
し
て
個
別
史
料
の
校
訂
版
と
し
て
の
『
大
日
本
古
文
書
』
の
よ
う

な
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
史
料
集
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ド

イ
ツ
中
世
学
で
い
う
な
ら
ば
、
一
つ
目
に
は
先
に
述
べ
た
『
ド
イ
ツ

史
年
鑑
』、
二
つ
目
に
は
『
帝
国
事
績
要
録
（R

egesta im
perii

）』

と
い
う
、
日
付
ご
と
に
綱
文
と
典
拠
史
料
の
指
示
が
挙
げ
ら
れ
た
叢

書
、
三
つ
目
に
Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
史
料
校
訂
版
と
い
う
、
一
九
世
紀
プ
ロ
イ

セ
ン
／
ド
イ
ツ
で
始
ま
り
今
な
お
刊
行
が
続
い
て
い
る
中
世
史
研
究

の
重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト）
（1
（

と
の
並
行
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
が
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
私
が
ド
イ
ツ
中
世
学

に
肩
入
れ
し
た
西
欧
中
世
史
家
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
マ
ー
ガ
レ

ッ
ト
・
メ
ー
ル
が
近
代
日
本
史
史
学
に
対
す
る
ド
イ
ツ
学
界
の
影
響）
11
（

を
過
大
評
価
す
る
こ
と
に
警
句
を
発
し）
1（
（

、
ま
た
『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ

フ
ィ
ー
』
論
集
で
佐
藤
論
文
が
古
文
書
学
に
お
け
る
西
洋
学
知
の
枠

組
み
と
は
別
の
、
実
地
経
験
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
実
践
知
の
存

在
を
強
調
し
て
い
る
今
、
こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
を
す
る
の
は
的
外
れ

か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
あ
れ
「
中
世
史
」
研
究
と
い
う
枠
組
み
に
限
っ
て
見
る
な
ら

ば
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
に
原
勝
郎
や
中
田
薫
、

三
浦
周
行
、
あ
る
い
は
福
田
徳
三
と
い
っ
た
研
究
者
た
ち
が
、「
日

本
中
世
史
」
の
先
駆
け
と
な
っ
た
―
例
え
ば
原
は
鎌
倉
・
室
町
時
代

を
中
心
と
し
た
時
期
を
「
中
世
」
と
捉
え
た
上
で
、
上
代
と
比
較
し

た
「
暗
黒
時
代
」
と
し
て
の
見
方
を
否
定
し
、「
本
邦
文
明
の
発
達

を
し
て
其
健
全
な
る
発
起
点
に
帰
着
せ
し
め
た
る
点
に
於
て
、
皮
相

的
文
明
を
打
破
し
て
之
を
し
て
摯
実
な
る
径
路
に
よ
ら
し
め
た
る
点

に
於
て
、
本
邦
史
上
の
一
大
進
歩
を
現
じ
た
る
時
代
」
と
し
て
描
い

た
―
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
石
井
進
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
彼
ら

は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
」
と
「
日
本
中
世
」
を
重
ね
合
わ
せ
、
日
本
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近
代
日
本
に
お
け
る
／
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
研
究
（
菊
地
）

史
の
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
の
類
似
を
は
っ
き
り
と
認
め
、「
日
本

（
中
世
）
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
中
世
封
建
制
度
）
の
発
見
」
と

い
う
形
で
「
日
本
の
中
世
」
を
発
見
し
た
と
い
う）
11
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

の
留
学
経
験
が
あ
る
原
―
例
え
ば
原
は
リ
ー
ス
が
批
判
的
だ
っ
た
ラ

ン
プ
レ
ヒ
ト
の
学
説
に
つ
い
て
も
自
身
の
日
本
中
世
理
解
に
取
り
入

れ
て
い
た
と
い
う
―
や
福
田
は
と
も
か
く）
11
（

、
中
田
や
三
浦
も
ド
イ
ツ

法
制
史
の
大
家
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
研
究
に
触
れ
る
中
、

「
中
世
」
や
「
封
建
制
」
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
学
の
概
念
を
用

い
て
日
本
史
を
語
っ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
を
、
日
本
が
西
洋
と
同
じ

歴
史
的
発
展
の
途
上
に
あ
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
中
世
史
研
究
と
同
様
に
民
族
的
独
自
性
を
歴
史

の
中
に
「
発
見
」
し
よ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
解
釈
を
す
る
の
み
な
ら
ず）
11
（

、
彼
ら
が
こ

う
し
た
歴
史
観
を
形
成
す
る
に
至
る
ま
で
に
触
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ

る
い
は
ド
イ
ツ
の
中
世
史
研
究
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た

の
か
、
跡
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
大
変
に
興
味
を
惹
か

れ
る）
11
（

。

　
続
い
て
私
が
抱
い
た
疑
問
は
、
書
か
れ
る
べ
き
「
正
史
」
の
読
み

手
の
射
程
は
ど
こ
ま
で
想
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
正
史
」
編
纂

の
手
法
・
叙
述
の
形
態
と
い
か
な
る
関
係
を
持
ち
得
た
の
か
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
岩
倉
使
節
団
は
新
政
府
の
正
統
性
を
示
す

べ
く
「
復
古
攬
用
」
を
携
え
た
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
修
史
事
宣
」

で
は
、
正
史
が
な
い
状
況
で
不
適
切
な
史
書
が
翻
訳
さ
れ
諸
外
国
に

読
ま
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
危
惧
し
て
い
る
一
文
が
あ
る
が）
11
（

、
こ
う

し
た
諸
外
国
の
人
々
の
「
目
」
を
、「
正
史
」
編
纂
に
携
わ
る
人
々

は
―
漢
文
で
書
か
れ
る
と
い
う
形
の
選
択
も
含
め
―
そ
の
後
ど
の
よ

う
に
意
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ

ー
ル
は
近
代
日
本
の
歴
史
学
に
と
っ
て
の
ド
イ
ツ
の
影
響
を
過
度
に

強
調
す
る
こ
と
に
対
し
て
警
句
を
発
し
、「
日
本
の
学
者
や
官
僚
が

ド
イ
ツ
の
歴
史
学
に
示
唆
を
求
め
た
時
、彼
ら
を
惹
き
つ
け
た
の
は
、

歴
史
学
の
方
法
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
修
史
の
有
す
る
国
民
国
家
を
正

統
化
す
る
機
能
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
彼
女
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
日
本
が
自
ら
を

正
統
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
相
手
は
自
国
民
の
み
な
ら
ず
、

他
の
近
代
国
家
群
で
あ
っ
た
と
い
う）
11
（

。
こ
れ
が
妥
当
な
解
釈
で
あ
る

な
ら
ば
、
正
統
化
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
歴
史
は
、
他
国
の
そ
れ
と
共

通
の
コ
ー
ド
に
則
っ
て
書
か
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
対
象
を
正
史
の
み
に

絞
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
正
史
と
し
て
の
大
日
本
編
年

史
は
一
八
九
二
年
に
事
業
が
停
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。
歴

史
学
の
成
果
一
般
に
つ
い
て
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
と
す
れ

ば
、
そ
の
際
、
一
八
九
一
年
の
井
上
哲
次
郎
の
講
演
「
東
洋
史
学
の

価
値
」
は
興
味
深
い
。
曰
く
、「
西
洋
の
学
問
社
会
に
東
洋
の
史
学
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か
缺
け
て
居
る
」
為
、
日
本
人
が
、「
引
用
書
か
ら
理
論
か
ら
何
か

ら
悉
く
書
て
置
く
学
術
探
求
の
為
に
す
る
歴
史
」
と
し
て
「
西
洋
学

術
社
会
」
に
向
け
て
日
本
の
歴
史
を
書
く
必
要
が
あ
る
、
そ
の
際
、

こ
れ
は
学
術
的
と
見
な
さ
れ
た
手
続
き
を
経
て
「
真
正
の
事
実
を
伝

え
る
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各

国
語
で
書
か
れ
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、

「
漢
学
者
」
で
は
な
く
「
欧
羅
巴
の
学
術
に
通
じ
」
る
者
が
こ
れ
を

担
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
井
上
は
こ
こ
で
「
人
民
一
般
の
読

む
歴
史
」
と
「
学
者
間
に
て
研
究
す
る
歴
史
」
を
対
置
し
て
い
る
、

桂
島
宣
弘
に
よ
れ
ば
、
前
者
を
史
学
史
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
民
間
史

学
」と
簡
単
に
は
等
置
で
き
な
い
が
、後
者
は「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
」

に
対
応
す
る
と
さ
れ
る）
11
（

。『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』論
集
で
廣
木
・

中
野
両
論
文
が
「
純
正
史
学
」
と
「
応
用
史
学
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

論
じ
て
い
る
よ
う
な
、
当
時
の
世
界
の
学
的
潮
流
に
棹
さ
し
て
科
学

と
し
て
の
性
格
を
与
え
ら
れ
、
自
立
し
た
学
問
分
野
と
し
て
制
度
的

に
も
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
歴
史
学
が
、
そ
の
成
果
を
示
そ
う
と
し
た

相
手
と
し
て
、
日
本
の
外
は
ど
こ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
時
期
に
よ
っ
て
も
、
各
人
に
よ
っ
て
も
異

な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
例
え
ば
東
京
帝
大
を
出
た
後
に
ド

イ
ツ
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
留
学
し
、
三
浦
新
七
と
同
時
期
に
ラ
ン
プ

レ
ヒ
ト
の
下
で
学
ん
だ
新
見
吉
治
は）
11
（

、
帰
国
し
て
京
都
帝
大
にD

ie 
G

eschichte der Bukeherrschaft in Japan

と
い
う
ド
イ
ツ

語
の
博
士
論
文
を
提
出
し
、
一
九
一
六
年
学
位
を
取
得
し
て
い
る）
11
（

。

こ
の
博
士
論
文
は
一
九
四
一
年
に
舟
越
康
寿
に
よ
っ
て
邦
訳
・
出
版

さ
れ
て
い
る
が）
1（
（

、
新
見
が
国
内
の
大
学
に
提
出
す
る
学
位
論
文
を
外

国
語
で
仕
上
げ
た
時
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
読
者
を
想
定
し
て
い

た
か
と
疑
問
を
抱
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し

新
見
は
一
九
三
九
年
、
同
名
の
著
書
を
バ
ー
ゼ
ル
の
出
版
社
か
ら
出

版
し
て
い
る
の
で
あ
る）
11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
特
殊
例
に
過
ぎ
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
最
後
に
、
明
治
・
大
正
期
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
中
世
そ
の
も
の

の
研
究
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い）
11
（

。
こ
こ
ま
で
ド
イ

ツ
中
世
学
の
影
響
を
強
調
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
西
洋
中
世
研
究
は
西
洋
史
全
体
の
中
で
も
立
ち
上
が
り
が
遅
か

っ
た
よ
う
だ
。西
洋
中
世
史
は
も
ち
ろ
ん
大
学
で
講
じ
ら
れ
て
お
り
、

管
見
の
限
り
で
古
い
も
の
で
は
早
稲
田
大
学
で
の
浮
田
和
民
の
六
〇

ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
講
義
録
『
西
洋
中
世
史
』
が
一
九
〇
三
年
に
出
版
さ

れ
て
い
た
り）
11
（

、
あ
る
い
は
西
暦
八
〇
〇
年
カ
ー
ル
大
帝
の
皇
帝
戴
冠

か
ら
始
ま
る
原
勝
郎
の
京
都
帝
国
大
学
で
の
講
義
も
知
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
『
西
洋
中
世
史
概
説
・
宗
教
改
革
史
』
と
し
て
没
後
出

版
さ
れ
る
の
は
一
九
三
一
年
の
こ
と
で
あ
る）
11
（

。
一
九
一
六
年
に
大
類

伸
が
本
格
的
な
概
説
書
『
西
洋
時
代
史
観
―
中
世
』
を
公
刊
し
た
際
、

序
文
を
寄
せ
た
箕
作
元
八
は
「
我
が
国
に
は
西
洋
近
世
史
に
関
し
て

は
著
述
編
纂
も
少
な
か
ら
ず
、
又
た
古
代
史
に
関
し
て
も
多
少
の
書
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物
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
世
史
に
至
っ
て
は
真
面
目
に
研
究
さ
れ
た

る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で

箕
作
が
「
半
世
紀
前
ま
で
封
建
の
状
態
を
脱
し
て
居
な
か
っ
た
我
が

国
の
為
め
に
は
、
西
洋
中
世
史
の
事
実
に
関
し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
が

多
々
あ
り
、
其
の
相
似
た
る
点
が
大
い
に
我
が
国
民
の
参
考
と
な
る

の
み
な
ら
ず
、
又
た
多
々
其
の
異
な
り
た
る
点
を
研
究
す
れ
ば
更
に

多
大
の
利
益
を
得
る
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
お

こ
う）
11
（

。大
類
自
身
は
、序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
本

書
は
〔
中
略
〕
主
と
し
て
中
世
高
潮
期
と
も
云
ふ
べ
き
封
建
時
代
を

論
じ
た
の
で
あ
る
、
従
て
中
世
前
期
の
記
述
は
封
建
時
代
の
由
来
を

説
明
す
る
に
必
要
な
だ
け
の
程
度
に
止
め
て
お
い
た
。
即
ち
第
一
章

よ
り
第
七
章
迄
は
従
で
第
八
章
以
下
が
主
と
な
る
の
で
あ
る
。」
中

世
前
期
の
軽
視
は
、
先
に
述
べ
た
原
勝
郎
の
『
西
洋
中
世
史
概
説
』

と
共
通
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
な
お
大
類
は
ル
ネ
サ
ン
ス
研
究
で

知
ら
れ
て
い
る
が
、「
中
世
末
期
と
称
せ
ら
る
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時

代
及
び
発
明
発
見
時
代
は
近
世
史
の
初
め
に
説
く
の
が
便
利
で
あ
る

か
ら
」
と
し
て
本
書
で
は
触
れ
て
い
な
い）
11
（

。
九
年
後
に
改
訂
増
補
す

る
に
あ
た
り
、
彼
は
「
従
来
欠
陥
の
多
か
っ
た
宗
教
、
文
学
、
美
術

等
の
思
想
的
方
面
は
全
く
新
し
く
起
稿
し
て
、
再
び
世
に
公
に
す
る

こ
と
と
し
た
、
而
し
て
書
名
も
亦
『
西
洋
中
世
の
文
化
』
と
改
め
」

た
と
し
て
い
る
が）
11
（

、
土
肥
恒
之
に
よ
れ
ば
、
こ
の
背
景
に
は
大
類
を

中
心
と
し
た
文
化
史
研
究
の
気
運
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

契
機
と
な
っ
た
の
は
大
類
の
イ
タ
リ
ア
留
学
だ
っ
た）
11
（

。
た
だ
し
堀
米

庸
三
に
よ
り
、
大
類
や
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
文
化
史
的
研
究
は
実

証
性
が
希
薄
で
あ
り
、
文
化
史
的
観
照
の
立
場
に
終
始
し
て
い
た
、

と
評
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
さ
て
大
類
が
上
記
の
概
説
書
の
初
版
を
刊
行
し
た
頃
に
、
数
少
な

い
西
洋
中
世
史
研
究
を
公
に
し
て
い
た
の
が
、
京
都
帝
大
で
教
鞭
を

と
っ
た
植
村
清
之
助
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
に
公
に
し
た
ア
ル
フ
ォ

ン
ソ
・
ド
プ
シ
ュ
の
社
会
経
済
史
研
究
の
紹
介
論
文
な
ど
に
始
ま
る

一
連
の
社
会
経
済
史
的
研
究
を
公
に
し
、
一
九
二
八
年
に
没
す
る

以
前
の
病
床
で
ま
と
め
ら
れ
た
学
位
論
文
「
中
世
初
期
に
於
け
る

国
家
的
社
会
的
變
遷
の
研
究
」
は
京
都
帝
大
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

一
九
三
〇
年
に
数
本
の
小
編
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
彼
の
『
西
洋
中

世
史
の
研
究
』
で
は
、「
古
代
中
世
転
換
期
」
に
お
け
る
「
古
代
文

化
要
素
と
ゲ
ル
マ
ニ
民
族
要
素
の
融
合
調
和
」
と
い
っ
た
視
点
を
導

入
し
、
い
わ
ゆ
る
古
ゲ
ル
マ
ン
時
代
、
あ
る
い
は
民
族
移
動
期
か
ら

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
に
至
る
ゲ
ル
マ
ン
系
諸

部
族
の
社
会
形
態
を
ロ
ー
マ
人
に
目
を
向
け
つ
つ
検
討
し
て
い
る
。

堀
米
庸
三
が
振
り
返
っ
て
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
頃

か
ら
中
世
史
の
再
認
識
が
常
識
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
中
世

と
は
蛮
族
が
古
典
古
代
の
文
化
を
破
壊
し
野
蛮
な
封
建
制
度
を
打
ち

立
て
た
時
代
だ
、
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
な
中
世
観
が
再
検
討
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
植
村
の
研
究
を
堀
米
は
「
ド
イ
ツ
の
正
統
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史
苑
（
第
七
七
巻
第
一
号
）

史
学
の
手
法
を
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
し
た
着
実
な
研
究
で
、
今
日
に
お

い
て
も
そ
の
高
い
学
的
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
当

時
に
あ
っ
て
は
全
く
比
を
絶
し
た
研
究
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
と
評

し
て
お
り
、
実
際
参
考
文
献
を
見
る
限
り
ド
イ
ツ
語
圏
の
研
究
成
果

に
依
拠
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、『
西
洋
中
世
史
の
研
究
』
は
こ
う
し

た
流
れ
を
作
っ
た
著
作
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う）
1（
（

。

こ
う
し
て
語
っ
て
く
る
と
、
東
京
商
大
の
歴
史
家
、
と
り
わ
け
上
原

専
禄
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
と
著
者
の
能

力
の
問
題
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
簡
潔
な
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
の
下
で
学
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
三
浦
新
七
の

指
導
を
受
け
、ま
た
自
ら
は
ウ
ィ
ー
ン
に
留
学
し
て
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・

ド
プ
シ
ュ
の
指
導
を
受
け
た
と
い
う
上
原
専
禄
、
す
な
わ
ち
帝
大
史

学
科
系
の
学
統
で
は
な
い
彼
の
研
究
は
、
一
次
史
料
に
沈
潜
し
た
極

め
て
レ
ヴ
ェ
ル
の
高
い
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
西
洋
中
世
研
究

に
お
い
て
こ
う
し
た
レ
ヴ
ェ
ル
の
研
究
者
が
登
場
す
る
ま
で
に
い
さ

さ
か
時
間
を
要
し
た
中
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
歴
史
学
の
影
響
が
、
そ
れ

ま
で
と
は
違
っ
た
形
で
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

か）
11
（

。
　
以
上
、
ド
イ
ツ
中
世
史
学
を
一
つ
の
軸
に
、「
模
倣
の
モ
デ
ル
」

「
正
統
化
の
ツ
ー
ル
」「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
」
を
キ
ー
ワ

ー
ド
に
近
代
日
本
史
学
史
上
の
著
名
人
た
ち
に
言
及
し
て
き
た
。
調

査
不
足
ゆ
え
の
誤
解
や
、
的
外
れ
な
問
い
か
け
も
多
い
と
思
わ
れ
る

が
、『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
論
集
の
執
筆
陣
お
よ
び
読
者
の

皆
様
の
思
索
を
刺
激
す
る
何
が
し
か
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
願
い

つ
つ
、
稿
を
閉
じ
た
い
。
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註（１
）
松
沢
裕
作
編
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』（
史
学
会

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
叢
書
）
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
i
頁
。
以
下
、

同
書
は
『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
と
略
し
、
言
及
の
際
は
論
文

著
者
名
と
該
当
ペ
ー
ジ
の
み
を
挙
げ
る
。

（
２
） 『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』、
松
沢
論
文; 

東
京
大
学
史
料
編
纂

所
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、

二
〇
〇
一
年
）、
八
六
六
頁
。

（
３
） 

将
軍
制
を
核
と
し
た
武
家
政
治
の
否
定
と
い
う
意
味
で
、
初
期
の

明
治
政
府
は
「
中
世
日
本
」
に
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
「
地

方
分
権
制
」
と
い
う
意
味
で
の
「
封
建
制
」
が
直
ち
に
否
定
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
一
八
九
〇
年
代
「
帝
国
主
義
的
国

際
環
境
の
中
に
あ
っ
て
国
家
の
自
立
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、
日

本
文
化
の
民
族
的
独
自
性
（
個
性
）
の
強
調
が
必
要
不
可
欠
に
」
な

る
中
で
、「
中
世
日
本
の
記
憶
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
が
増

し
て
き
た
」
こ
と
が
、
中
世
史
研
究
の
展
開
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
「
日
本
中
世
史
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
語
る
た
め
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
学
と
な
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
路
田
泰
直
「
近

代
国
民
国
家
の
見
た
中
世
」
近
藤
成
一
他
編
『
中
世
　
日
本
と
西
欧

―
多
極
と
分
権
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
七
八-

九
〇
頁
（
引
用
八
六
、九
〇
頁
）。
日
本
に
お
け
る
「
中
世
」
概
念
や

「
封
建
制
」
概
念
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、さ
し
あ
た
り
上
横
手
雅
敬
「
封

建
制
概
念
の
形
成
」『
牧
健
二
博
士
米
寿
記
念
日
本
法
制
史
論
集
』（
思

文
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
）、
一
四
九-

一
八
四
頁; 

デ
ト
レ
フ
・
タ

ラ
ン
チ
ェ
フ
ス
キ
「
近
代
日
本
史
の
な
か
で
『
中
世
』
と
『
封
建
制
』

が
意
味
す
る
も
の
―
―
福
沢
諭
吉
か
ら
石
母
田
正
ま
で
」『
歴
史
学
と

史
料
研
究
』、
二
五
五-

二
七
三
頁; 

『
石
井
進
著
作
集
六
　
中
世
社

会
論
の
地
平
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
三-

八
五
頁
。

（
４
）『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
佐
藤
論
文
、
三
四
頁
。
史
料
編
纂
所

の
百
年
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
の
仕
事
の
大
部
分
が
中
世
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
タ
ラ
ン

チ
ェ
フ
ス
キ
「
近
代
日
本
史
の
な
か
で
『
中
世
』
と
『
封
建
制
』
が

意
味
す
る
も
の
」、
二
五
五
頁
。

（
５
）
西
川
洋
一
「
東
京
都
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ー
ス
」

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
歴
史
学
と
史
料
研
究
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
）、
二
〇
二-

二
二
三
頁
。

（
６
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』、
四
〇-

四
一
頁
。

（
７
）『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
廣
木
論
文
、
一
〇
四-

一
〇
五
頁
。

（
８
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』、
四
〇
頁
：「
第
一
〔
中
略
〕

修
史
法
ノ
練
習
ハ
現
今
欧
州
ニ
於
テ
必
要
ナ
リ
ト
認
定
ス
ル
所
ノ
精

神
ト
方
法
ト
ヲ
以
テ
、
学
生
ヲ
シ
テ
日
本
歴
史
ノ
攷
究
ヲ
為
サ
シ
メ

ン
コ
ト
ヲ
企
望
ス
ル
モ
」。

（
９
）『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
佐
藤
論
文
、
二
八
頁
。

（
10
）Kasper Risbjerg Eskildsen, “Inventing the archive: Testim

ony 
and virtue in m

odern historiography”, H
istory of the 

H
um

an Sciences  26-4 (2013), pp. 8-26.

（
11
）Philipp M

üller, “Archives and history: Tow
ards a history 

of ‘the use of state archives’ in the 19th century”, H
istory 

of the H
um

an Sciences  26-4 (2013), pp. 27-49.
（
12
）
千
葉
敏
之
「
神
聖
な
る
祖
国
愛
は
魂
を
奮
い
立
た
せ
る
　
ポ
ス
ト

啓
蒙
期
に
お
け
る
中
世
史
研
究
と
Ｃ
・
Ｆ
・
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
」
立
石

博
高
・
篠
原
琢
編
『
国
民
国
家
と
市
民
　
包
摂
と
排
除
の
諸
相
』（
山

川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
四-

三
九
頁
（
引
用
三
三
頁
）。

（
13
）
ヴ
ァ
イ
ツ
に
つ
い
て
はFrensdorff, Ferdinand, "W

aitz, 
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史
苑
（
第
七
七
巻
第
一
号
）

G
eorg" in: A

llgem
eine D

eutsche B
iographie

40 (1896), 
S. 602-629; 

第
一
巻
第
二
分
冊
の
著
者
ケ
プ
ケ
に
つ
い
て
は

G
iesebrecht, W

ilhelm
 von, "K

öpke, Rudolf" in: Allgem
eine 

D
eutsche B

iographie 16 (1882), S. 673-675; 

第
一
巻
第
三

分
冊
の
著
者
デ
ン
ニ
ゲ
ス
に
つ
い
て
はAretin, K

arl O
tm

ar 
Freiherr von, "D

önniges, W
ilhelm

 von" in: N
eue D

eutsche 
B

iographie 4 (1959), S. 28-30; 

第
二
巻
第
一
分
冊
の
著
者
ギ
ー

ゼ
ブ
レ
ヒ
ト
に
つ
い
て
はH

eim
pel, H

erm
ann, "G

iesebrecht, 
W

ilhelm
 von" in: N

eue D
eutsche B

iographie
6 (1964), 

S. 379-382; 

第
二
巻
第
二
分
冊
の
著
者
ヴ
ィ
ル
マ
ン
ス
に
つ
い
て

はP hilippi, Friedrich, "W
ilm

ans, R
oger" in: A

llgem
eine 

D
eutsche B

iographie 43 (1898), S. 302-304; 

第
二
巻
第

三
分
冊
を
ヴ
ァ
イ
ツ
と
共
同
執
筆
し
た
ヒ
ル
シ
ュ
に
つ
い
て
は

W
aitz, G

eorg, "H
irsch, Siegfried" in: Allgem

eine D
eutsche 

B
iographie 12 (1880), S. 468-470

を
参
照
せ
よ
。
な
お
現

在
で
は
い
ず
れ
の
記
事
も
ウ
ェ
ブ( https://w

w
w

.deutsche-
biographie.de/)

で
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
14
）『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
松
沢
論
文
、
一
一
頁
。

（
15
）
松
沢
裕
作
「
明
治
太
政
官
に
お
け
る
歴
史
記
述
の
模
索
―
修
史
館

編
「
征
西
始
末
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀

要
』
二
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
八-

七
五
頁
。

（
16
）
今
井
登
志
喜
「
西
洋
史
學
の
本
邦
史
學
に
與
へ
れ
る
影
響
」『
本
邦

史
學
史
論
叢
』（
富
山
房
、一
九
三
九
年
）、一
四
三
九-

一
四
六
九
頁
、

こ
こ
で
は
一
四
三
九-

一
四
五
〇
頁
。

（
17
）
史
料
編
纂
の
歴
史
に
つ
い
て
、『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
論
集

に
加
え
、
宮
地
正
人
「
史
料
編
纂
所
の
歴
史
と
そ
の
課
題
」『
歴
史
学

と
史
料
研
究
』、
一
六
一-

一
八
一
頁
、
こ
こ
で
は
一
六
一-

一
七
一

頁
。

（
18
）『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
松
沢
論
文
、
四-

五
頁
。

（
19
）
こ
れ
ら
三
つ
の
企
画
に
つ
い
て
は
ペ
ー
タ
ー
・
モ
ー
ラ
フ
（
田
口

正
樹
訳
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
研
究
に
お
け
る
モ
ヌ
メ
ン
タ
・
ゲ
ル

マ
ニ
ア
エ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
の
役
割
―
―
過
去
と
現
在
」『
歴
史
学
と
史

料
研
究
』、
二
一-

四
八
頁
。

（
20
）
近
年
の
も
の
と
し
て
土
居
『
西
洋
史
学
の
先
駆
者
た
ち
』、
三-

三
九
頁
（
第
一
章
「
ド
イ
ツ
史
学
の
移
植
」）
を
参
照
せ
よ
。

（
21
）
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
「
明
治
史
学
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
影

響
―
ど
れ
程
意
義
あ
る
影
響
だ
っ
た
の
か
？
―
」
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
編
『
歴
史
学
と
史
料
研
究
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四

年
）、
一
八
二-

二
〇
一
頁
。
メ
ー
ル
は
『
大
日
本
史
料
』
と
Ｍ
Ｇ

Ｈ
の
事
業
の
類
似
性
も
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
同
書
、

一
九
一-

一
九
二
頁
。
あ
る
い
は
す
で
に
今
井
「
西
洋
史
學
の
本
邦

史
學
に
與
へ
れ
る
影
響
」
一
四
五
二-

一
四
五
六
頁
。M

argaret 
M

ehl, E
ine V

ergangenheit für die japanische N
ation: 

die E
ntstehung des historischen Forschungsinstituts 

T
ōkyō d

a
iga

ku
 S

h
iryō h

en
sa

n
jo (1869-1895)  

(E
uropäische H

ochschulschriften: G
eschichte und ihre 

H
ilfsw

issenschaften 528), Frankfurt a. M
. etc., 1992, pp. 

263-276

に
お
け
る
一
九
世
紀
日
本
と
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
の
比
較
も

参
照
せ
よ
。

（
22
）『
石
井
進
著
作
集
六
』、
三
三-

三
五
頁
。

（
23
）
樺
山
紘
一
「
原
勝
郎
」
今
谷
明
他
編
『
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
た
ち

一
　
日
本
編
上
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
七
年
）、
四
五-

五
七
頁; 

今
谷
明
「
福
田
徳
三
」『
二
〇
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
二
　
日
本
編
下
』

（
刀
水
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
一
〇
七-

一
二
〇
頁
。
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近
代
日
本
に
お
け
る
／
に
と
っ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
研
究
（
菊
地
）

（
24
）
前
掲
註
（
３
）
の
小
路
田
や
石
井
、
タ
ラ
ン
チ
ェ
フ
ス
キ
の
論
考

を
参
照
せ
よ
。
ま
た『
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』高
木
論
文（
一
九
六

頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
黒
板
勝
美
へ
の
ド
イ
ツ
の
郷
土
保
護

（H
eim

atschutz

）
の
影
響
も
興
味
深
い
。

（
25
）
具
体
的
に
著
作
に
引
用
さ
れ
た
形
跡
が
見
出
せ
な
い
と
し
て
も
、

明
治
中
期
か
ら
大
正
期
の
日
本
の
歴
史
家
た
ち
が
触
れ
て
い
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
家
た
ち
の
著
作
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、

例
え
ば
蔵
書
状
況
な
ど
か
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能

な
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
現
在
ウ
ェ
ブ
で
確
認
出
来
る
史
料
編
纂
所

の
所
蔵
状
況
に
よ
れ
ば
、
本
文
で
挙
げ
た
ド
イ
ツ
中
世
史
に
関
す

る
三
シ
リ
ー
ズ
と
も
史
料
編
纂
所
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治

三
八（
一
九
〇
五
）年
段
階
の「
史
料
編
纂
掛
備
用
図
書
目
録（
抄
録
）」

は
所
蔵
し
て
い
る
洋
書
を
記
し
て
は
い
な
い
。
所
蔵
本
の
中
に
は『
薩

摩
叛
乱
記
』
の
よ
う
な
訳
本
も
あ
る
が
、
上
記
三
シ
リ
ー
ズ
の
私
家

版
翻
訳
の
よ
う
な
も
の
は
、
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
（『
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』、
六
九
五-

七
三
八
頁
）。
昭
和
三
〇

（
一
九
五
五
）
年
段
階
で
の
洋
書
所
蔵
状
況
は
、「
図
書
目
録
第
四
部

洋
書
編
」
に
て
確
認
で
き
、「
こ
の
目
録
に
著
録
さ
れ
た
欧
文
図
書
は
、

本
所
が
そ
の
本
来
の
業
務
た
る
本
邦
に
関
す
る
史
料
の
研
究
・
編
纂
・

出
版
の
た
め
に
、
国
内
お
よ
び
海
外
か
ら
、
採
訪
・
複
製
し
、
購
入

し
、
も
し
く
は
寄
贈
を
受
け
た
史
料
・
書
籍
・
雑
誌
の
ほ
か
に
、
江

戸
幕
府
外
国
奉
行
池
田
長
発
旧
蔵
書
、
東
京
帝
国
大
学
総
長
男
爵
菊

池
大
麓
旧
蔵
書
、
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
旧
蔵
書
な
ど
の
特

殊
文
庫
の
う
ち
欧
文
を
以
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
」

と
あ
る
が
（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』、
三
三
〇
頁
）、
明

治
・
大
正
期
に
は
い
か
な
る
洋
書
が
参
考
に
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
史
料
編
纂
所
で
管
理
さ
れ
て
い
る
「
史
料
編
纂
始
末
」（
全
二
三

冊
、
デ
ー
タ
は
一
九
二
八
年
ま
で
）
を
紐
解
け
ば
情
報
が
得
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
が
、
筆
者
は
調
査
に
着
手
で
き
て
い
な
い
。
堀
米
庸

三
が
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
頃
を
振
り
返
っ
て
記
し
た
文
章

に
、「
東
大
の
あ
の
す
ば
ら
し
い
偉
容
を
ほ
こ
る
大
図
書
館
さ
え
、
Ｍ

Ｇ
（M

onum
enta germ

aniae historica

）
の
四
ッ
折
本
を
わ
ず

か
数
冊
、
そ
れ
も
ま
っ
た
く
バ
ラ
バ
ラ
に
所
蔵
し
て
い
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
が
（
堀
米
庸
三
「
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
史
の
研
究
」『
歴
史
の
意
味
』（
中
央
公
論
社
、一
九
七
〇
年
）、

二
三
八-

二
五
六
頁
、こ
こ
で
は
二
四
四
頁
。）、こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、

公
的
機
関
に
お
け
る
上
記
三
シ
リ
ー
ズ
の
所
蔵
状
況
は
、
こ
れ
ら
が

日
本
の
歴
史
家
た
ち
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
は
程
遠
い
も
の
だ
っ
た
と

解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

（
26
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』、
一
、九
頁
。

（
27
）
メ
ー
ル
「
明
治
史
学
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
影
響
」、
一
九
五
頁; 

M
argaret M

ehl, “The E
uropean m

odel and the archive 
in Japan: Inspiration or legitim

ation?”, H
istory of the 

H
um

an Sciences  26-4 (2013), pp. 107-127.

（
28
）
桂
島
宣
弘
「
近
代
国
史
学
の
成
立
（
叙
説
）　「
考
証
史
学
」
を
中

心
に
」『
江
戸
の
思
想
』
八
号
、
一
九
九
八
年
、
三
六-

五
四
頁
。

（
29
）
土
居
恒
之
『
西
洋
史
学
の
先
駆
者
た
ち
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
二
年
）、
一
二
三
頁
。

（
30
）http://w

w
w

.bun.kyoto-u.ac.jp/lib/doctor1916

（
二
〇
一
六

年
七
月
三
〇
日
閲
覧
）。

（
31
）
舟
越
康
寿
訳
『
日
本
に
於
け
る
武
家
政
治
の
歴
史
』（
創
元
社
、

一
九
四
一
年
）。

（
32
）Shim

m
i, K

ichiji, D
ie G

eschichte der Bukeherrschaft in Japan: 
B

eiträge zum
 Verständnis des japanischen Lehnsw

esens  
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史
苑
（
第
七
七
巻
第
一
号
）

(A
rtibus A

siae. Supplem
entum

 2), B
asel: B

raus-
R

iggenbach 1939.

（
33
）
実
体
験
も
含
め
た
記
述
と
し
て
堀
米
「
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
史
の
研
究
」
を
参
照
。

（
34
）
浮
田
和
民
『
西
洋
中
世
史
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
三
年
）。

（
35
）
原
勝
郎
『
西
洋
中
世
史
概
説
・
宗
教
改
革
史
』（
同
文
館
、

一
九
三
一
年
）。

（
36
）
大
類
『
西
洋
時
代
史
観
・
中
世
』（
文
会
堂
書
店
、
一
九
一
六
年
）、

「
序
」、
一-

三
頁
。

（
37
）
大
類
『
西
洋
時
代
史
観
・
中
世
』「
自
序
」。

（
38
）
大
類
伸
『
西
洋
中
世
の
文
化
』（
富
山
房
、
一
九
二
五
年
）、「
本
書

の
始
め
に
」、
一
頁
。

（
39
）
土
居
『
西
洋
史
学
の
先
駆
者
た
ち
』、
八
五
頁
。

（
40
）
堀
米
「
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
の
研
究
」、
二
四
二-

二
四
三
頁
。

（
41
）
植
村
清
之
助
『
西
洋
中
世
史
の
研
究
』（
星
野
書
店
、一
九
三
〇
年
）; 

堀
米
「
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
の
研
究
」
二
三
八-

二
三
九
頁;

土
居
『
西
洋
史
学
の
先
駆
者
た
ち
』、
三
八-
三
九
頁
。

（
42
）
さ
し
あ
た
り
土
居
『
西
洋
史
学
の
先
駆
者
た
ち
』、
一
一
七-

一
四
六
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
准
教
授
）


