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　「「
歴
史
は
暗
記
物
」、自
分
と
は
関
係
な
い
過
去
の
話
。
そ
う
思
っ

て
い
ま
せ
ん
か
？
」。
本
書
は
こ
の
問
い
か
け
か
ら
始
ま
る
シ
リ
ー

ズ
「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」
の
第
一
巻
と
し
て
、
二
〇
一
八
年

八
月
に
刊
行
さ
れ
た
。「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」
は
、
そ
の
名

の
と
お
り
、
二
〇
二
二
年
か
ら
高
等
学
校
の
必
修
科
目
と
な
る
「
歴

史
総
合
」
を
視
野
に
入
れ
、
歴
史
と
の
新
た
な
向
き
合
い
方
を
読
者

に
示
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　「
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
す
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
意
味
な
の
か
。
本
書
の
目
的
は
、
先
行
き
の
不
確
定
な
現
在
と
い

う
時
代
に
必
要
な
「
史
的
な
思
考
法
」（「
歴
史
的
な
も
の
の
考
え
方
」

と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
）を
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る（
七

頁
）。
歴
史
家
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
既
成
の
歴
史
を
た
だ
覚

え
る
の
で
は
な
く
、
読
者
一
人
ひ
と
り
が
各
々
の
力
で
歴
史
を
編
み

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
要
な
考
え
方
を
提
示
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。「
歴
史
を
考
え
る
こ
と
を
、
歴
史
家
の
特
権
と
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
」（
一
九
頁
）。歴
史
は
歴
史
家
の
専
有
物
で
は
な
い
。読
者
が「
歴

史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
す
」
た
め
に
は
、
歴
史
を
暗
記
し
よ
う
と

す
る
読
者
だ
け
で
な
く
、
活
字
を
と
お
し
て
一
方
的
に
研
究
成
果
を

教
え
諭
そ
う
と
す
る
歴
史
研
究
者
も
、
そ
の
態
度
を
改
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
読
者
に
対
し
て

も
、
歴
史
研
究
者
に
対
し
て
も
挑
発
的
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
＊

　
そ
れ
で
は
、
本
書
は
具
体
的
に
何
を
ど
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
第
一
章
「
私
た
ち
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
私
た
ち

は
何
者
か
、
私
た
ち
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
で
は
、
読
者
の
視
線
を

「
ヒ
ト
」「
現
生
人
類
」
と
い
う
種
の
単
位
に
移
し
、
自
己
を
客
観
的

に
捉
え
直
す
よ
う
に
導
く
。
今
か
ら
約
一
六
万
年
前
に
誕
生
し
た
現

生
人
類
の
歴
史
を
一
人
の
人
間
の
人
生
に
置
き
換
え
れ
ば
、
現
在
は

自
ら
を
滅
ぼ
す
力
（
＝
「
自
殺
」
す
る
力
）
を
身
に
つ
け
た
「
青
年
期
」

で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
世
紀
か
ら
起
き
た
人
口
の
爆
発
的
な
増
加
に

よ
っ
て
、
核
兵
器
の
開
発
に
よ
っ
て
、
産
業
活
動
が
引
き
起
こ
す
地

書
　
評
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史
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史
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球
の
温
暖
化
に
よ
っ
て
、
種
と
し
て
の
存
続
が
（
他
の
種
を
も
巻
き

込
み
な
が
ら
）危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、「
よ

り
よ
い
一
歩
を
踏
み
出
す
」
た
め
に
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
必
要

な
の
で
あ
る
（
一
六
頁
）。

　
先
述
し
た
と
お
り
、
そ
の
作
業
を
歴
史
家
に
任
せ
て
は
な
ら
な

い
。
第
二
章
「
歴
史
を
造
る
の
は
誰
か
」
に
お
い
て
、
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー

『
歴
史
と
は
何
か
』
の
中
か
ら
、「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
」
の
高
さ
は

歴
史
家
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
は
な
い
と
説
明
す
る
く
だ
り
を
著

者
は
批
判
し
て
み
せ
、
著
名
な
歴
史
家
の
言
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に

再
考
の
余
地
が
あ
る
か
を
読
者
に
示
す
。
５
Ｗ
１
Ｈ
か
ら
な
る
問
い

に
よ
っ
て
、
出
来
事
は
歴
史
的
に
意
味
あ
る
「
事
件
」
と
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
著
者
は
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
参
照
し
て
「
非

連
続
的
変
化
」
と
い
う
考
え
方
を
提
示
し
、
非
均
衡
状
態
で
は
本
当

に
些
細
な
出
来
事
で
さ
え
大
き
な
変
化
を
引
き
起
こ
す
の
だ
と
述
べ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
が
低
か
っ
た
ら
と
い
う
一

見
取
る
に
足
ら
な
く
思
え
る
要
素
で
あ
っ
て
も
、
大
き
な
変
化
を
引

き
起
こ
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
世
界
史
か
ら
私
た
ち
の
歴
史
へ
」
で
は
、
史
的
唯
物
論

の
発
展
史
観
、
世
界
史
シ
ス
テ
ム
論
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
、
近
年
の
グ

ル
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、

歴
史
の
変
化
に
関
す
る
説
明
が
弱
く
、
ど
う
し
た
ら
構
造
を
変
え
ら

れ
る
の
か
と
い
う
視
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
歴
史
家
の
い
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
自
ら
の
力

で
歴
史
を
作
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
人
ひ
と

り
が
自
ら
歴
史
を
紡
ぐ
た
め
に
重
要
な
の
は
、自
ら
が
い
る
「
こ
こ
」

と
、
他
者
が
い
る
「
そ
こ
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
世
界
の
中
心
（「
地

球
の
真
ん
中
」）
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、「
こ
こ
」
と
「
そ
こ
」

と
を
つ
な
ぐ
史
的
な
思
考
法
だ
と
著
者
は
い
う
。
そ
の
思
考
法
と
し

て
、①
「
こ
こ
」
と
「
そ
こ
」
を
つ
な
ぐ
出
来
事
を
見
つ
け
る
こ
と
、

②
出
来
事
を
名
付
け
る
こ
と
（w

hat

）、
③
出
来
事
を
時
間
と
空
間

の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
（w

hen, w
here

）、
④
出
来
事
に
登
場

す
る
人
物
を
網
羅
す
る
こ
と
（w

ho

）、
⑤
モ
ノ
・
イ
ミ
・
ヒ
ト
の

三
つ
の
位
相
か
ら
出
来
事
を
探
る
こ
と
（w

hy, how

）、
⑥
出
来
事

の
連
鎖
か
ら
歴
史
的
に
存
在
す
る
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
こ
と
を

挙
げ
る
。
こ
の
う
ち
、
⑤
の
モ
ノ
・
イ
ミ
・
ヒ
ト
の
位
相
に
つ
い
て
、

第
四
章
か
ら
第
六
章
ま
で
を
使
っ
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
説
明
し
て

い
る
。

　
第
四
章
「
モ
ノ
の
位
相
」
で
は
、
ヒ
ト
は
一
つ
の
種
で
あ
る
と
い

う
視
点
か
ら
、
地
球
単
位
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
機
物
・
無
機
物
の
生

態
シ
ス
テ
ム
に
言
及
す
る
。
食
物
連
鎖
を
含
め
た
物
質
の
循
環
す
る

空
間
を
「
生
命
地
域
」
と
す
れ
ば
、
ヒ
ト
の
活
動
は
し
ば
し
ば
生
命

地
域
の
生
態
シ
ス
テ
ム
を
脅
か
し
、
危
機
を
も
た
ら
す
。
生
命
地
域

を
越
え
て
行
わ
れ
る
交
易
で
は
、ヒ
ト
自
身
の
手
で
秩
序
が
造
ら
れ
、

そ
れ
を
記
録
す
る
た
め
に
、
簿
記
や
法
律
な
ど
の
文
字
を
使
っ
た
文
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明
が
生
み
出
さ
れ
る
。
文
明
は
人
為
的
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
交
易
の
変
化
に
よ
っ
て
容
易
に
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
五
章
「
イ
ミ
の
位
相
」
で
は
、
虹
色
の
色
数
の
差
異
な
ど
を
手

が
か
り
に
、
言
語
論
的
な
イ
ミ
の
体
系
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
重
要

な
の
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ベ
イ
ト
ソ
ン
を
取
り
上
げ
て
、
イ
ミ
の
体

系
に
お
い
て
「
非
連
続
的
変
化
」
が
い
か
に
起
き
る
の
か
に
言
及
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
に

陥
っ
た
際
に
、
極
度
の
緊
張
感
の
な
か
で
、
新
し
い
イ
ミ
の
階
層
へ

と
飛
躍
す
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

　
第
六
章
「
ヒ
ト
の
位
相
」
で
は
、
歴
史
研
究
で
は
「
英
雄
史
観
」

と
退
け
ら
れ
が
ち
な
人
物
史
に
つ
い
て
、
第
五
章
で
説
明
し
た
イ
ミ

の
体
系
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
新
し
い
描
き
方
が
で
き
る
と
提
言
し

て
い
る
。「
人
格
」
な
る
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
属
性
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
個
に
ま
と
め
あ
げ
る
動
き

を
「
認
同
」
と
呼
ぶ
。
一
個
人
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
（
他
者
と

の
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
）
多
様
な
属
性
・
呼
称
を
持
つ
。
こ

の
呼
称
を
手
が
か
り
に
他
者
と
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
社
会

関
係
か
ら
成
り
立
ち
、
社
会
関
係
に
葛
藤
す
る
人
物
史
を
描
き
直
す

こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

　
こ
う
し
て
、
モ
ノ
・
イ
ミ
・
ヒ
ト
の
位
相
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

史
的
思
考
法
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
お

わ
り
に
」
に
お
い
て
著
者
は
、
私
た
ち
が
い
る
「
こ
こ
」
か
ら
、「
そ

こ
」
に
い
る
他
者
に
つ
い
て
、
無
自
覚
に
、
一
方
的
に
決
め
つ
け
て

は
い
け
な
い
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
今
起
き
て
い
る
出

来
事
を
５
Ｗ
１
Ｈ
に
よ
っ
て
考
え
、
特
に
モ
ノ
・
イ
ミ
・
ヒ
ト
の
位

相
で
、
な
ぜ
・
ど
の
よ
う
に
と
問
う
て
み
る
。
モ
ノ
の
位
相
で
は
国

際
標
準
の
学
名
で
考
え
、
ヒ
ト
の
位
相
で
は
社
会
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
「
人
格
」
に
付
さ
れ
た
標
識
に
着
目
す
る
。
イ
ミ
の
位
相
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
地
球
の
真
ん
中
」
に
い
る
自
ら
と
他
者
と
の
対

話
を
積
み
重
ね
、
自
ら
の
イ
ミ
の
体
系
で
他
者
の
世
界
を
説
明
し
よ

う
と
試
み
る
。
イ
ミ
の
体
系
の
ズ
レ
・
差
異
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら

対
話
を
続
け
る
こ
と
で
、「
こ
こ
」
に
い
る
読
者
と
「
そ
こ
」
に
い

る
他
者
と
は
、
必
ず
理
解
し
あ
え
る
は
ず
だ
と
著
者
は
展
望
す
る
。

　
　
　
＊

　
一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
歴
史
を
暗
記
科
目
だ
と
思
っ

て
い
る
／
思
っ
て
き
た
読
者
に
、
大
き
な
驚
き
を
も
た
ら
す
だ
ろ

う
。
歴
史
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
っ
て
も
、
緑
や
赤
の
シ
ー

ト
で
、
教
科
書
・
参
考
書
の
文
字
を
隠
し
て
勉
強
し
た
経
験
を
持
つ

人
に
と
っ
て
は
（
私
も
そ
う
だ
が
）、
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
よ
い
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
歴
史
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
イ

メ
ー
ジ
が
湧
き
に
く
い
。
そ
う
し
た
読
者
の
た
め
に
、
本
書
は
さ
ま

ざ
ま
な
仕
掛
け
を
用
意
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
お
よ
そ
歴
史
と
は
無
関
係
に
思
え
る
よ
う
な
も
の
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も
含
め
、
図
表
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
作

品
に
は
じ
ま
り
、
世
界
の
人
口
爆
発
を
示
す
グ
ラ
フ
、「
ル
ビ
ン
の

杯
と
顔
」
な
ど
で
あ
る
。
著
者
自
作
の
図
も
五
点
あ
る
。
そ
れ
ら
は

時
に
話
の
切
り
口
と
し
て
、
時
に
史
的
思
考
法
を
図
解
す
る
資
料
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
見
歴
史
と
か
け
離
れ
た
図
表
で
史
的
思

考
法
を
解
説
す
る
こ
と
で
、
歴
史
に
対
す
る
読
者
の
固
定
観
念
を
崩

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
大
学
に
入
っ
て
か
ら
学
ぶ
著
名
な
歴
史
家
や
通
説
を
率
先
し
て

疑
っ
て
み
せ
る
こ
と
も
、
歴
史
家
の
特
権
性
に
関
す
る
読
者
の
固
定

観
念
を
溶
か
す
仕
掛
け
と
い
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
読
者
に
手
ず
か

ら
歴
史
を
作
り
あ
げ
る
た
め
の
方
法
を
説
く
の
で
あ
る
。
本
書
は
そ

の
方
法
を
、
５
Ｗ
１
Ｈ
を
使
い
、
箇
条
書
き
に
し
て
提
示
す
る
。
あ

る
種
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
あ
る
。「
背
中
を
見
て
学
ぶ
」
式
の
職
人

的
な
訓
練
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
と
思
わ
れ
が
ち
が
な
歴
史
的
な
思
考

法
を
、
あ
え
て
箇
条
書
き
で
端
的
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
誰
も
が
使

え
る
も
の
に
す
る
。
こ
れ
も
本
書
の
仕
掛
け
の
一
つ
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
簡
単

で
は
な
い
。「
出
来
事
」と「
事
件
」の
差
異
、「
ヒ
ト
」「
イ
ミ
」「
モ
ノ
」

と
し
て
抽
象
的
に
提
示
さ
れ
た
用
語
は
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴

史
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
固
定
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
手

放
し
、
歴
史
的
な
物
事
の
捉
え
方
を
読
者
が
自
覚
的
に
再
構
築
す
る

た
め
に
は
、
物
事
を
認
識
す
る
仕
組
み
そ
れ
自
体
を
分
節
化
し
、
対

象
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
書
は
歴
史
学
の
み
な
ら

ず
、
ノ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
、
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
、
グ
レ
ゴ

リ
ー
・
ベ
イ
ト
ソ
ン
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
を
踏
ま
え
て
、
物
事

の
認
識
の
仕
方
を
解
剖
し
て
み
せ
る
。
本
書
に
は
参
考
文
献
一
覧
こ

そ
な
い
が
、
参
照
し
て
い
る
文
献
数
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
は
一
読

で
瞭
然
と
す
る
。
博
覧
強
記
な
書
き
手
の
み
が
な
し
う
る
業
と
い
え

よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
本
書
は
読
者
が
自

ら
歴
史
を
思
考
す
る
方
法
を
解
説
し
、「
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り

戻
」
す
こ
と
を
促
す
。
歴
史
を
学
ぶ
と
は
、
教
科
書
に
代
表
さ
れ
る

既
成
の
歴
史
叙
述
を
暗
記
す
る
こ
と
だ
と
い
う
読
者
の
認
識
は
大
き

く
修
正
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。大
学
で
学
ぶ
歴
史
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、

高
校
で
の
歴
史
総
合
に
お
い
て
も
、
本
書
を
読
め
ば
取
り
組
み
方
が

変
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー

ズ
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
巻
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
＊

　
本
書
が
提
示
す
る
「
史
的
思
考
法
」
は
、
抽
象
度
の
高
さ
に
特
徴

が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
度
の
高
さ
こ
そ
が
、
読

者
の
固
定
的
な
常
識
を
揺
る
が
す
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
本
書
を

読
み
解
く
に
は
相
当
な
集
中
力
と
咀
嚼
力
が
必
要
と
な
る
。

　
歴
史
研
究
の
業
界
に
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
経
験
に
引
き
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上
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著
『
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
①
　
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
せ
！
―
史
的
な
思
考
法
』（
藤
野
）

つ
け
な
が
ら
、
抽
象
度
の
高
さ
を
具
体
的
な
次
元
に
落
と
し
込
む
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
史
的
で
あ
る
こ
と
と
思
考
す
る
こ
と
が

一
致
し
て
い
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
議

論
は
あ
ま
り
に
遠
回
り
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
本
書
を
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
読
破
で
き
る
と
し
た
ら
、
歴
史

を
知
ろ
う
と
す
る
強
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
人
物
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、相
応
の
解
説
者
と
と
も
に
共
読
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
歴
史
に
対
す
る
固
定
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
溶

解
さ
せ
よ
う
と
い
う
著
者
の
試
み
は
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
読

者
が
そ
こ
に
入
り
込
み
に
く
く
な
る
側
面
を
不
可
避
に
は
ら
ん
で
い

る
。

　
そ
の
意
味
で
、
本
書
の
よ
う
な
試
み
に
は
、
読
者
の
固
定
観
念
を

溶
解
さ
せ
、
再
構
築
す
る
た
め
の
仕
掛
け
と
と
も
に
、
読
者
が
叙
述

に
入
り
込
む
た
め
の
フ
ッ
ク
を
丁
寧
に
仕
込
む
こ
と
が
重
要
と
な
る

だ
ろ
う
。抽
象
度
の
高
い
議
論
を
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
な
く
、

抽
象
的
な
議
論
が
読
者
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
実
感
し
や
す

く
す
る
叙
述
上
の
工
夫
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ヒ
ン
ト
の
一
つ
は
、「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」
の
巻
頭

文
に
含
ま
れ
て
い
る
。「
身
の
回
り
の
物
事
や
出
来
事
を
探
っ
て
い

く
と
、
き
っ
と
奥
深
い
歴
史
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ
う
」。
隣
接
学

問
の
成
果
を
含
め
た
抽
象
度
の
高
い
議
論
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
確

か
に
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
を
根
底
か
ら
覆
す
力
が
あ
る
。
し
か
し
よ
り

読
者
が
入
り
込
め
る
フ
ッ
ク
を
設
け
る
こ
と
を
意
識
す
る
な
ら
、
同

じ
こ
と
を
日
常
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
議
論
の
組
み
立
て
方
が
有

効
に
思
わ
れ
る
。
何
が
日
常
的
で
何
が
抽
象
的
か
は
、
読
者
の
置
か

れ
た
状
況
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ッ

ク
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」の
他
の
巻
も
参
考
に
な
る
。例
え
ば
、

飯
島
渉
『
感
染
症
と
私
た
ち
の
歴
史
・
こ
れ
か
ら
』（
第
四
巻
）
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
描
い
た
マ
ク
ニ
ー
ル
の
議
論
を

紹
介
し
た
う
え
で
、
日
本
か
ら
見
た
感
染
症
の
歴
史
を
著
者
が
叙
述

す
る
の
だ
が
、
本
論
に
入
る
前
に
「
こ
の
時
代
区
分
は
マ
ク
ニ
ー
ル

と
は
少
し
異
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は

何
故
な
の
か
を
ぜ
ひ
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
」と
問
い
か
け
る（
一
〇

頁
）。
こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
活
字
を
と
お
し
て
読
者
が
思
考
す

る
主
体
と
な
る
よ
う
に
促
す
作
用
が
あ
る
。

　
そ
う
、
書
き
手
に
と
っ
て
読
者
は
客
体
で
あ
る
が
、
本
書
は
読
者

と
い
う
客
体
を
思
考
す
る
主
体
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
ね
じ

れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
鍵
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
手
が
か
り

に
、
議
論
を
さ
ら
に
広
げ
て
み
よ
う
。

　
本
書
が
「
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
せ
」
と
呼
び
か
け
る
時
、

「
取
り
戻
す
」
主
語
は
も
ち
ろ
ん
読
者
で
あ
る
。
だ
が
読
者
に
そ
う

呼
び
か
け
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
提
示
す
る
の
は
、
歴
史
家
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
構
図
を
維
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

持
し
た
ま
ま
で
、
読
者
は
歴
史
家
か
ら
歴
史
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
挑
発
的
な
タ
イ
ト
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
歴
史
家
は
特
権
的
な
語
り
手
の
位
置
に
い
つ
づ
け
た
ま

ま
、
読
者
に
思
考
法
を
教
え
諭
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
裏
を
返

せ
ば
、
次
の
よ
う
な
問
い
も
生
ま
れ
る
。
本
当
に
読
者
が
歴
史
家
か

ら
歴
史
を
取
り
戻
し
た
ら
、
そ
れ
は
歴
史
家
の
望
む
歴
史
と
は
か
け

離
れ
た
も
の
に
な
り
、
時
に
葛
藤
を
呼
び
起
こ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
時
、
歴
史
家
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
安
泰
な
位
置
か
ら
「
史
的
思
考

法
」
を
読
者
に
説
い
て
い
る
。
し
か
し
読
者
が
「
歴
史
を
歴
史
家
か

ら
取
り
戻
す
」
と
い
う
事
態
は
、
歴
史
家
の
位
置
そ
の
も
の
を
揺
り

動
か
す
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
本
書
の
提
言
は
、
第
九

巻
の
渡
部
竜
也
『D

oing H
istory

―
歴
史
で
私
た
ち
に
何
が
で
き

る
か
？
』
と
も
呼
応
し
、
歴
史
学
と
い
う
学
問
全
体
へ
の
問
い
か
け

を
も
含
ん
で
い
る
。

　
本
書
の
延
長
線
上
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
の
つ
く
り

あ
げ
た
歴
史
と
歴
史
家
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
歴
史
と
を
突
き
合
わ

せ
、
対
等
に
対
話
・
議
論
す
る
未
来
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
読
者
と
歴
史
家
が
対
話
と
議
論
を
重
ね
な
が
ら
、
と
も
に
歴
史

を
つ
く
っ
て
い
く
「
共
作
」
と
い
う
作
業
が
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
重
要
と
な
る
の
は
、「
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
せ
」
と
い

う
呼
び
か
け
だ
け
に
終
わ
ら
せ
ず
、
読
者
が
つ
く
り
だ
す
歴
史
を
歴

史
家
が
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」
に
、
そ

う
し
た
共
作
や
対
話
自
体
を
取
り
上
げ
る
巻
が
含
ま
れ
て
も
お
か
し

く
な
い
。
も
は
や
歴
史
叙
述
は
歴
史
家
を
書
き
手
と
す
る
モ
ノ
ロ
ー

グ
で
は
す
ま
な
く
な
り
そ
う
だ
。
複
数
の
声
が
登
場
す
る
よ
う
な
叙

述
ス
タ
イ
ル
す
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　
本
書
を
一
読
す
る
と
、
歴
史
を
書
く
際
に
、
読
者
が
ど
の
よ
う
に

思
考
す
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
読
者
を
思
考
に
導
け
る
か
を
意
識
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
本
書
に
触
発
さ
れ
て
、
本
稿
で

は
お
も
に
読
者
へ
の
フ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
そ
し
て
読
者
が
本
当
に
歴

史
を
取
り
戻
し
た
時
の
歴
史
家
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
、
話
を
広
げ

て
み
た
。
こ
れ
か
ら
も
続
々
と
刊
行
が
続
く
で
あ
ろ
う
本
シ
リ
ー
ズ

と
そ
の
読
者
に
、何
ら
か
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
東
京
女
子
大
学
現
代
教
養
学
部
准
教
授
）


