
歴
史
学
は
い
ま
、
は
げ
し
く
化
け
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
人

び
と
は
そ
の
こ
と
を
身
体
一
杯
に
受
け
と
め
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
仕

事
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
渦
巻
き
か
ら
降
り
た
に
ひ

と
し
い
人
間
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
光
景
を
み
、
ま
た
空

気
を
感
じ
て
、
そ
れ
な
り
に
心
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
。

一
言
で
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
前
提
と
し
て
き
た
枠
組
が
、
検
討

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
歴
史
学
の
歴
史
自
体
も
、
展
開
を
忠
実

に
跡
づ
け
る
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
か
ら
、
そ
の
意
味
を
問
う

メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
化
け
か
わ
り
は
、
歴
史
学
だ
け
で
起
き
て
い
る
現

象
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
諸
科
学
が
軒
な
み
に
、
そ
の
た
ぐ
い
の

風
に
煽
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
生
産
と
流
通
と

消
費
、
社
会
と
自
然
、
女
と
男
、
生
と
死
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
関

自
明
性
の
解
体
の
な
か
で

係
性
が
、
再
吟
味
の
視
線
に
曝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

思
想
史
学
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
（
こ
の
機
関
誌
の
編
成

替
え
も
、
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
）
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
思

想
史
は
、
歴
史
学
の
他
の
諸
分
野
に
比
べ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
行
動

に
で
る
ま
え
の
想
念
の
湧
出
な
い
し
そ
の
体
系
化
を
扱
う
だ
け
に
、

観
念
性
・
内
面
性
・
想
像
性
が
つ
よ
く
、
そ
れ
だ
け
時
代
へ
の
予

感
性
を
、
お
そ
ら
く
幾
ら
か
は
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
そ
れ
を
、
思
想
史
の
特
権
性
と
し
て
誇
示
す
る
の

で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
比
定

さ
れ
る
よ
う
な
位
置
を
、
歴
史
学
の
本
隊
に
た
い
し
て
も
つ
も
の

で
は
な
い
か
、
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ー
の
学
問
だ

が
、
そ
れ
く
ら
い
の
取
り
柄
は
あ
ろ
う
と
痩
せ
我
慢
し
て
い
る
の

が
、
思
想
史
だ
。
自
分
の
好
み
で
い
え
ば
、
春
の
盛
り
よ
り
は
早

鹿
野
政
直

77 自明性の解体のなかで



春
に
心
ひ
か
れ
る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
と
妄
想

し
た
り
す
る
。

で
は
い
ま
、
化
け
か
わ
り
つ
つ
あ
る
歴
史
学
の
な
か
で
、
思
想

史
は
ど
ん
な
予
感
性
を
発
揮
し
て
い
る
か
。
そ
の
点
で
は
、
ど
ん

な
歴
史
学
の
構
築
を
予
感
し
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

い
ま
の
歴
史
学
の
、
（
は
や
り
の
言
葉
を
借
用
し
て
窓
意
的
に
使
わ
せ
て

い
た
だ
く
と
）
脱
構
築
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
印
象
の
ほ
う
が

つ
し
よ
い
○

や
や
言
葉
の
遊
び
め
く
が
、
「
日
本
思
想
史
学
」
と
い
う
ま
と

ま
っ
た
観
念
は
、
「
日
本
」
「
思
想
」
「
史
学
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ

の
単
位
に
お
い
て
、
ゆ
ら
ぎ
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
」
に
つ
い
て
は
、
「
国
民
国
家
」
と
い
う
概
念
の
氾
濫

と
と
も
に
、
ア
シ
と
い
う
ま
に
そ
の
不
動
性
根
源
性
が
対
象
化
さ

れ
は
じ
め
た
。
敗
戦
直
後
の
日
本
「
神
話
」
の
解
体
に
つ
づ
き
、

第
二
の
「
日
本
」
神
話
解
体
と
の
様
相
を
さ
え
呈
し
て
い
る
。
深

、
、

層
で
く
に
に
繋
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
た
意
識
が
、
洗
い
だ
さ
れ
は
じ

め
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
在
り
よ
う
は
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
従

来
の
天
皇
制
国
家
批
判
と
は
、
ト
ー
ン
を
異
に
す
る
。
そ
の
国
家

批
判
さ
え
含
有
し
て
い
た
一
国
本
位
的
な
思
考
方
法
を
、
対
象
化

す
る
よ
う
な
国
家
へ
の
距
離
の
と
り
方
．
向
か
い
あ
い
方
が
、
そ

こ
に
は
芽
ば
え
て
い
る
。

、
、

く
に
へ
の
固
着
性
か
ら
の
離
脱
が
、
か
え
っ
て
「
日
本
」
を
立

ち
あ
げ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
東
京
大
学
で
は
、
「
国
史
学
」
「
国

文
学
」
「
国
語
学
」
が
消
え
、
「
日
本
史
学
」
「
日
本
語
日
本
文
学
」

と
変
っ
た
そ
う
な
。
わ
た
く
し
の
勤
務
す
る
早
稲
田
大
学
で
は
、

つ
と
に
「
日
本
史
学
」
「
日
本
文
学
」
へ
の
名
称
変
更
が
な
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
「
日
本
文
学
」
の
教
員
の
担
当
し
て
き
た
「
国

語
」
は
、
今
年
か
ら
「
日
本
の
言
葉
と
文
学
」
と
変
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
場
合
の
「
日
本
」
の
立
ち
あ
げ
が
、
「
日
本
」
の
強
化

、
、

で
な
く
、
逆
に
、
無
条
件
に
前
提
と
し
て
い
た
く
に
か
ら
の
離
脱

、
、

意
識
と
、
そ
の
く
に
を
世
界
の
な
か
の
一
つ
の
存
在
と
し
て
置
こ

う
と
す
る
開
く
（
閉
ざ
す
、
で
な
く
）
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
・

そ
ん
な
と
き
、
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
』

は
、
「
日
本
」
と
は
何
か
へ
の
気
持
を
、
あ
ら
た
め
て
掻
き
た
て

て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
口
承
文
学
や
〃
周
辺
〃
文
学
や
翻
訳
文
学

を
も
視
野
に
入
れ
、
日
本
文
学
を
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
捉
え
直
そ

う
と
す
る
意
欲
を
も
つ
講
座
で
は
あ
る
。
が
、
そ
の
場
合
、
在
日

韓
・
朝
鮮
人
の
文
学
は
、
そ
の
「
日
本
文
学
」
に
入
る
の
だ
ろ
う

か
。
内
容
見
本
と
こ
れ
ま
で
の
配
本
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
わ
た
く

し
に
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
㈲
も
し
入
れ
る
と
す
る

と
、
そ
れ
は
大
日
本
帝
国
意
識
の
再
現
と
い
う
不
遜
を
犯
す
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
口
入
れ
な
い
と
す
る
と
、
深
く
日
本
社
会

な
い
し
そ
の
文
学
状
況
に
影
響
力
を
も
つ
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
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に
な
る
が
、
如
何
、
日
日
本
国
籍
を
も
つ
人
び
と
の
作
品
だ
け
を

入
れ
る
な
ら
ば
、
国
籍
で
選
別
す
る
と
い
う
コ
ッ
ケ
イ
な
基
準
を

た
て
る
こ
と
に
な
る
、
四
日
本
文
学
と
は
、
日
本
語
な
い
し
そ
の

語
り
で
表
現
さ
れ
た
文
学
を
指
す
と
い
う
べ
き
な
の
か
ど
う
か
、

な
ど
と
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
の
問
い
や
連
想
を
誘
う
。
四
の
点
は
、

岩
波
文
庫
で
知
里
幸
惠
編
訳
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
が
、
「
赤
八
○

’
一
」
つ
ま
り
外
国
文
学
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
平
田
賢
一
氏
に
指

摘
さ
れ
て
気
づ
い
た
）
こ
と
と
も
か
か
わ
る
。

お
隣
り
と
い
っ
て
い
い
日
本
文
学
史
に
お
け
る
こ
う
し
た
構
想

上
の
問
題
は
、
か
な
り
の
重
な
り
を
も
っ
て
、
「
日
本
」
思
想
史

学
に
も
適
用
で
き
よ
う
。
日
本
を
規
定
の
枠
と
す
る
通
念
は
再
検

討
を
迫
ら
れ
、
「
思
想
史
Ｉ
日
本
の
場
合
Ｉ
」
と
い
っ
た
視
角
が
、

拡
ま
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
「
思
想
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
い
ま
奥
付
を
み
る
と
「
昭

和
二
十
六
年
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
四
五
年
ま
え
の
こ
と
に
な
る

が
、
『
国
民
講
座
』
１
１
「
日
本
の
思
想
」
と
い
う
本
が
、
清
水

幾
太
郎
の
編
集
で
河
出
書
房
か
ら
で
た
（
こ
の
講
座
は
１
だ
け
で
中

絶
し
た
よ
う
に
思
う
）
。
そ
こ
で
清
水
は
、
思
想
を
、
西
洋
の
思
想

家
の
生
み
だ
し
た
〃
科
学
的
合
理
的
客
観
的
〃
な
理
念
体
系
と
す

る
既
成
の
考
え
方
を
批
判
し
つ
つ
、
「
日
本
の
現
実
の
う
ち
に
於

い
て
、
而
も
生
活
と
行
動
と
の
内
部
に
作
用
す
る
一
つ
の
力
」
と

し
て
定
義
し
直
そ
う
と
、
口
角
泡
を
と
ば
す
と
の
て
い
で
論
じ
た

て
て
い
る
。
知
識
人
の
範
嶬
に
入
れ
ら
れ
な
い
「
国
民
」
は
、

「
思
想
」
と
は
無
縁
と
い
う
の
が
、
当
時
の
通
念
で
あ
っ
た
。
清

水
が
そ
れ
を
覆
そ
う
と
懸
命
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
印
象
的
で
、

そ
れ
に
し
て
も
さ
ら
に
遡
る
こ
と
三
十
余
年
の
一
九
一
○
年
代
に
、

「
国
民
思
想
」
を
主
題
に
据
え
た
津
田
左
右
吉
の
卓
抜
さ
を
思
っ

た
も
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
「
思
想
」
を
め
ぐ
る
昨
今
の
状
況
は
、
何
を
も
っ
て
思

想
と
す
る
か
の
枠
ぎ
め
の
問
題
で
は
、
お
そ
ら
く
な
い
。
思
想
史

の
外
の
歴
史
学
の
諸
分
野
が
、
顕
著
に
思
想
史
性
を
帯
び
つ
つ
あ

る
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
み
る
と
こ
ろ
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ

ら
が
、
制
度
史
一
辺
倒
と
か
、
外
交
細
密
史
と
か
、
経
済
事
実
史

と
か
の
古
典
的
固
有
性
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
逸
脱
し
、
そ
れ
だ

け
分
野
間
の
壁
が
低
く
な
っ
た
こ
と
も
、
一
因
で
は
あ
る
。
が
、

そ
う
し
た
状
況
の
現
出
の
最
大
の
要
因
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
史
の

進
出
に
あ
る
。
「
（
集
団
）
心
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
社
会
史
は
、

こ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
だ
け
に
深
く
人
び
と
を
規
制
し

て
い
た
意
識
の
深
層
を
挟
り
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、
方
法
上
の

持
ち
味
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
既
成
の
「
思
想
」
史
に
、
却
っ

て
表
層
の
追
求
に
終
始
し
て
き
た
と
の
烙
印
さ
え
押
し
か
ね
ま
じ

い
趨
勢
を
造
り
だ
し
て
い
る
。

社
会
史
の
視
角
と
方
法
は
、
「
思
想
」
史
に
、
ボ
デ
ィ
・
ブ
ロ

ウ
の
よ
う
に
、
じ
わ
じ
わ
効
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
Ｈ
地

79 自明性の解体のなかで



上
に
そ
び
え
た
つ
思
想
体
系
で
な
く
、
地
表
を
剥
ぎ
と
っ
て
そ
の

下
に
浸
み
と
お
っ
て
い
る
意
識
を
白
日
の
も
と
に
曝
し
、
口
そ
の

意
味
で
は
、
個
性
的
な
と
い
う
よ
り
は
、
民
族
や
国
民
を
超
え
て

共
通
す
る
意
識
に
焦
点
を
あ
て
、
日
歴
史
学
の
な
か
で
も
と
り
わ

け
文
献
本
位
に
傾
い
て
い
た
「
思
想
」
史
を
、
絵
画
や
伝
説
な
ど

非
文
書
史
料
の
尖
端
領
域
と
す
る
ほ
ど
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
側

思
想
の
変
容
よ
り
は
貫
通
す
る
も
の
へ
の
比
重
を
高
め
た
。

さ
ら
に
「
史
学
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
過
去
の
解
明
を
歴
史

学
の
専
売
と
す
る
時
期
は
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
感
が
深

い
。
い
や
、
そ
れ
を
歴
史
学
の
専
売
と
い
っ
て
は
、
い
さ
さ
か
語

弊
が
あ
ろ
う
。
す
で
に
、
過
去
の
解
明
に
当
っ
て
の
僚
友
で
あ
る

と
と
も
に
批
判
者
と
し
て
、
民
俗
学
や
人
類
学
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
は
、
「
ｌ
史
」
「
ｌ
学
史
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

固
有
の
過
去
認
識
の
装
置
を
備
え
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
専

売
と
す
る
の
は
そ
ぐ
わ
な
い
が
、
こ
こ
で
の
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、

そ
の
こ
と
で
は
な
い
。

社
会
学
・
心
理
学
や
医
学
、
ま
た
新
興
の
学
問
と
し
て
の
女
性

学
な
ど
、
社
会
や
人
間
の
現
況
の
診
断
・
分
析
を
役
割
と
す
る
学

問
が
、
そ
の
本
来
の
機
能
に
お
い
て
過
去
の
解
明
に
、
不
可
欠
に

し
て
強
力
な
〃
戦
力
〃
と
な
る
よ
う
な
状
況
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
「
家
族
の
病
理
」
と
い
う
主
題
は
、
歴
史
学
（
こ
と
に

思
想
史
学
）
に
お
い
て
、
い
ま
や
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
え

よ
う
が
、
そ
の
さ
い
前
記
の
諸
科
学
と
の
協
業
、
そ
れ
ら
か
ら
の

摂
取
は
、
ほ
と
ん
ど
必
須
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
ら
諸
科
学
は
、

本
来
の
機
能
を
よ
り
よ
く
遂
行
す
る
た
め
に
、
現
況
の
背
景
を
探

り
だ
そ
う
と
し
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
そ
の
学
問
へ
の
反
省
を
込

め
て
、
過
去
の
探
求
に
乗
り
だ
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
結
果
、
歴
史

学
の
位
置
は
、
過
去
探
求
の
諸
科
学
の
一
つ
へ
と
転
化
し
て
し
ま

っ
た
。

わ
た
く
し
た
ち
が
拠
っ
て
立
っ
て
い
た
「
日
本
思
想
史
学
」
の

自
明
性
は
、
こ
う
し
て
い
ま
や
そ
れ
ぞ
れ
の
分
節
で
、
再
吟
味
の

濤
に
洗
わ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
「
日
本
思
想
史
学
」
と
い

う
概
念
を
安
定
し
た
基
盤
と
し
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

と
い
っ
て
未
来
が
視
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の

、
、

、
、

学
問
の
固
定
性
か
ら
離
岸
は
し
た
が
、
出
航
し
た
と
い
え
る
ほ
ど

目
的
地
は
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
ん
な
と
き
安
丸
良
夫
の
『
〈
方
法
〉

と
し
て
の
思
想
史
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
）
を
読
ん
で
、
い
た

く
感
銘
し
た
。
感
銘
し
た
点
は
、
そ
の
読
み
の
深
さ
、
そ
の
一
貫

性
、
そ
の
予
見
性
な
ど
種
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
そ
の

「
立
場
」
性
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
・
本
の
あ
ち
こ
ち
に
著
者
は
、

「
立
場
」
と
い
う
表
現
を
散
り
ぱ
め
て
い
る
。
わ
た
く
し
流
に
そ

れ
を
読
ん
で
、
一
人
ひ
と
り
決
意
を
秘
め
て
の
、
い
や
公
示
し
て

の
、
出
発
し
か
あ
り
え
な
い
と
思
っ
た
。

も
っ
と
も
そ
の
言
葉
は
、
た
だ
ち
に
自
分
の
上
に
落
ち
て
く
る
。
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わ
た
く
し
と
し
て
は
、
社
会
史
の
手
法
と
と
も
に
歴
史
上
の
人
び

と
が
、
受
動
性
・
匿
名
性
へ
じ
り
じ
り
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
ど
う
し
て
も
心
の
底
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
。

（
早
稲
田
大
学
教
授
）

8' 自明性の解体のなかで


