
九
世
紀
末

フ
フ

ン

ス
史
~ 子

を

見
る

眼
に

つ

渡
し)

て

辺
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七

和
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ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
の

そ
れ
は
、

一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
を
分
析
す
る
視
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

た
ん
に
筆
者
の
研
究
の
途
上
で
必
然
的
に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
と
い
う
個
人
的
理
由
か
ら
の
み
な
ら
ず
、

わ
が
国
の
研
究
が
皆
無
に
近
い
と
い
う
一
般
的
理
由
か
ら
も
、

一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
は
、
実
証
主
義
史
学
と
呼
ば
れ
る
。
今
日
、
実
証
主
義
史
学
は
、
「
歴
史
の
た
め
の
歴
史
」

(
H
・ベ

ー
ル
）

来
事
」

と
か
、
「
解
釈
学
的
歴
史
主
義
」

(
G
．
イ
ッ
ガ
ー
ス
）

か
、
「
過
剰
経
験
主
義
」

(
F
.
K
・
リ
ン
ガ
ー
）

か
れ
が

い
か
な
る
視
角
で
こ
の
問
題
を
論
ず
る
か
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
有
益

と
か
、
「
科
学
的
唯
名
論
」

(
N
・
カ
ン
タ
ー
、

R
．
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
）
と

(
1
)
 

と
形
容
さ
れ
、
世
評
は
芳
し
く
な
い
。
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
も
、
当
時
の
歴
史

学
は
「
一
八
七

0
年
の
敗
者
の
歴
史
」
で
あ
り
、
「
総
合
の
放
棄
」
と
「
勤
勉
で
は
あ
る
が
知
的
に
は
怠
惰
な
『
事
実
』
崇
拝
」
と
「
外
交

史
偏
重
」
を
特
色
と
し
て
い
た
と
酷
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
ナ
ー
ル
学
派
が
歴
史
学
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る
や
、

実
証
主
義
史
学
は
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
論
及
さ
れ
る
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
に
、
作
業
仮
説
な
い
し
理
論
的
解
釈
を

拒
否
し
た
事
実
志
向
的
な
経
験
主
義
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
実
証
主
義
史
学
は
、
政
治
史
や
外
交
史
を
中
心
と
し
た
「
出

の
編
年
史
的
な
歴
史
叙
述
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
今
日
、
翻
訳
さ
れ
て
い
る
シ
ャ
ル
ル
・
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
通
史
を
読
ん
で
も
、

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
小
論
は
、

ほ
ど
の
感
興
を
も
よ
お
さ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
方
法
論
上
の
相
違
を
勘
案
し
て
も
、

歴
史
が
本
来
、
「
物
語
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
想
い
を
到
す
な
ら
、

こ
れ
は
実
証
主
義
史
学
に
と
っ
て
不
利
な
点
で
は
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
通

史
の
な
か
で
、
「
史
料
が
な
い
の
で
そ
の
点
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
…
…
云
々
」
と
い
う
あ
ま
り
に
率
直
な
一
文
に
し
ば
し
ば
出
あ
う
と

(
5
)
 

き
、
そ
こ
に
「
歴
史
家
は
文
献
と
と
も
に
仕
事
を
す
る
」
と
か
、
「
文
献
な
く
し
て
歴
史
は
な
い
」
と
い
う
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
本
領
を
見
る

(
6
)
 

と
同
時
に
、
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
が
歴
史
学
は
「
推
測
科
学
」
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
だ
け
に
、
知
的
誠
実
さ
と
い
う
よ
り
知
的
怠
惰

を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
が
、
今
日
、
実
証
主
義
史
家
の
代
表
者
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、

こ
の
分
野
に
お
け
る

五
八
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一九世紀末フランス史学を見る眼について（渡辺）

あ
ろ
う
。

た
し
か
に
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
通
史
の
方
法
を
、
知
的
禁
欲
の
表
わ
れ
と
し
て
単
純
に
讚
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
9
)
 

は
フ
ェ
ー
ヴ
ル
や
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
批
判
に
囚
わ
れ
、

い
う
全
豹
を
卜
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
第
二
世
代
の
実
証
主
義
史
家
で
あ
り
、
第
一
世

(10) 

代
の
実
証
主
義
史
家
た
る
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
や

G
・
モ
ノ
ー
と
は
、

ら
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
、

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
が
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
を
讃
え
、

(11) 

ル
が
モ
ノ
ー
を
「
私
の
師
」
と
呼
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、

あ
る
社
会
学
概
念
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、

（ビ）

る
こ
と
に
熱
心
な
歴
史
家
で
あ
っ
た
」
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
評
価
は
、

h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
』
を
創
刊
し
て
、
伝
統
的
歴
史
学
へ
の
批
判
を
展
開
し
た
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
そ
の
人
の
評
価
で
あ
る
。
『
革
命
的
群
衆
』
を
著

わ
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
も
「
シ
ャ
ル
ル
・
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
と
っ
て
、
近
現
代
史
に
関
す
る
優
れ

(13) 

た
師
で
あ
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
さ
ら
に
今
日
、
貶
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
方
法
論
的
著
作
を
虚
心
に
読
む
と
き
、

な
る
ほ
ど
そ
こ
に
、
歴
史
現
象
を
個
人
心
理
に
還
元
す
る
「
歴
史
的
原
子
論
」

(14) 

歴
史
」
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
）
と
い
う
欠
点
を
見
る
が
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
「
通
説
」
と
は
別
の
印
象
も
抱
懐
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ゆ
え
に
、

を
遺
さ
な
か
っ
た
た
め
、

ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
、

(
H
・
ベ
ー
ル
）

五
九

と
か
、
歴
史
思
想
を
欠
い
た
「
文
献
学
的

『
歴
史
総
合
評
論

R
e
v
u
e
d
e
 s
y
n
t
h
窃
e

か
れ
が
「
歴
史
学
と
社
会
学
の
間
に
、

つ
な
が
り
を
作

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
が
曖
昧
で
疑
問
の
余
地
が

フ
ェ
ー
ヴ

そ
の
方
法
を
や
や
異
に
す
る
歴
史
家
で
あ
っ
た
か

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
と
い
う
一
斑
に
よ
っ
て
、
実
証
主
義
史
学
と

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
著
書
が
実
証
主
義
史
学
の
方
法
論
を
開
示
し
た
書
物
と
し
て
、

{
8
}
 

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
に
批
判
が
集
中
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ

一
般
に
受
け
と
ら
れ
た
の
で

『
歴
史
学
入
門

I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
u
x
 e
t
u
d
e
s
 historiques
』

史
の
方
法

L
a
m
e
t
h
o
d
e
 historique a
p
p
l
i
q
u
e
e
 a
u
x
 s
c
i
e
n
c
e
s
 sociales
』
（
一
九
〇
一
年
）

も
の
し
た
こ
と
に
よ
る
。
実
証
主
義
史
学
の
守
護
聖
人
的
な
存
在
で
あ
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
が
、
歴
史
の
方
法
に
つ
い
て
の
著
書

と
い
っ
た
、
歴
史
学
方
法
論
の
著
作
を

（
ラ
ン
グ
ロ
ワ
と
共
著
、

一
八
九
八
年
）

や
『
社
会
科
学
に
応
用
さ
れ
た
歴

7-2 -259 (香法'87)



よ
う
な
態
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

ポ
レ
ミ
ッ
ク
な
発
言
を
も
、
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
、

(16) 

今
や
必
要
と
な
っ
た
」
と
主
張
し
た
の
も
、

度
と
し
て
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
亀
鑑
と
す
べ
き
な
の
は
、

し
は
す
る
が
、

こ
の
二
つ
の
時
期
区
分
は
、

し)

す
な
わ
ち
、
堅
実
な
批
判
精
神
に
よ
っ
て
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が

パ
ル
マ
ー
ド
が
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
主
著
の
一
っ
へ
の
序
文
の
な
か
で
述
べ
た

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
「
概
説
史

histoire|
 

t
a
b
l
e
a
u
」
を
フ
ェ
ー
ヴ
ル
と
同
じ
見
地
か
ら
批
判

「
実
証
主
義
史
学

histoire
〈

positiviste
》
」
が
「
そ
の
時
代
に
は
決
定
的
で
あ
っ
た
変
革
か
ら
生
じ
た
」
こ
と
、

世
紀
最
後
の
三
分
の
一
世
紀
に
お
け
る
必
要
不
可
欠
な
進
歩
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
承
認
す
る
態
度
で
あ
る
。

「
一
九

筆
者
は
以
上
の
よ
う
な
反
省
に
立
っ
て
、
実
証
主
義
史
学
と
対
峙
し
た
。
実
証
主
義
史
学
の
実
像
な
い
し
全
体
像
を
解
き
あ
か
す
こ
と

と
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
が
出
現
す
る
背
景
を
知
る
こ
と
が
、
重
要
な

p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
q
u
e
と
し
て
浮
上
す
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

か
な
る
視
点
か
ら
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
実
証
主
義
史
学
の
展
開
を
、
生
成
発
展
の
時
期
と

転
形
の
時
期
の
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
主
義

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
実
証
主
義
史
学
に
た
い
す
る
態

は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
、
歴
史
家
が
こ
れ
ら
の
記
録
と
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き
か
を
詳
し
く
指
示
し

．．．．．．．．．．． 

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
っ
と
正
確
に
文
言
を
読
み
、
ま
た
、
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
『
社
会
科
学
に
応
用
さ
れ
た
歴
史
の
方
法
』
を
も

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

利
用
す
れ
ば
、
著
者
た
ち
が
、
ド
イ
ツ
の
先
輩
た
ち
に
比
べ
て
、
問
題
を
設
定
し
、
仮
説
を
形
成
す
る
う
え
で
の
歴
史
家
の
積
極
的
な
役

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
割
を
も
っ
と
明
瞭
に
認
識
し
、
歴
史
の
説
明
に
お
い
て
一
般
化
と
社
会
的
要
素
が
果
た
す
役
割
を
も
っ
と
快
く
認
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら

(15) 

か

に

な

る

。

」

『

経

済

社

会

史

年

報

A
n
n
a
l
e
s
d'histoire 
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 et 
sociale
』
の

（
傍
点
は
筆
者
）
筆
者
が
か
つ
て
、

「
鼻
祖
の

ド
イ
ツ
史
学
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
ゲ
オ
ル
ク

•
G

・
イ
ッ
ガ
ー
ス
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
八
九
八
年
に
出
版
さ
れ
、

数
世
代
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
学
生
の
標
準
的
な
教
科
書
と
な
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ラ
ン
グ
ロ
ワ
と
シ
ャ
ル
ル
・
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
共
著

『
歴
史
学
入
門
』
は
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、

ド
イ
ツ
の
模
範
に
従
属
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
著
者
は
、
書
か
れ
た
記
録
な
く
し
て
歴
史

六
〇
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一九世紀末フランス史学を見る眼について（渡辺）

も
一
致
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
末
か
ら
反
実
証
主
義
潮
流
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
と
い
う
哲
学
的
趨
勢
と

．．．．． 

そ
の
二
つ
の
時
期
と
は
、
第
．
に
、
実
証
主
義
史
学
が
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
に
と
っ
て
、
文
字
通
り
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
役

割
を
演
じ
た
時
期
と
、
第
二
に
、
実
証
主
義
史
学
が
通
俗
化
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
失
い
、
新
し
い
時
代
の
挑
戦
に
直
面
し
た
時
期
で
あ

る
。
第
一
期
は
、

お
お
よ
そ
一
八
六

0
年
代
か
ら
一
八
九

0
年
頃
の
時
期
で
あ
り
、
第
一
一
期
は
、

時
期
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
ぷ
期
に
は
、
歴
史
家
の
歴
史
観
を
内
在
的
に
哩
解
す
る
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
知
識
社
会

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
併
用
が
有
効
で
あ
り
、
第
二
期
に
は
、
主
と
し
て
複
眼
的
な
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
す
る
実
証
主
義
史
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
、
実
証
主
義
史
学
の
「
全
体
を
見
る
眼
」
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

(18) 

い
ま
少
し
く
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
説
明
し
よ
う
。
第
一
期
の
基
本
的
視
角
は
、
第
三
共
和
政
の
成
立
と
学
問
の
制
度
化
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
実
証
主
義
史
学
は
、
共
和
政
と
歴
史
学
と
の
同
盟
、
換
言
す
れ
ば
、
民
主
主
義
と
科
学
と
の
同
盟
と
し
て
成
立
し
た
か
ら
で

(19) 

あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
デ
ュ
リ
ュ
イ
（
古
代
史
家
で
文
部
大
臣
）
、

歴
史
家
た
ち

（
モ
ノ
ー
、

ル
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ン
ボ
ー

（
教
育
学
教
授
で
初
等
教
育
局
長
）

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
、

し
て
認
識
さ
れ
、
朝
野
を
あ
げ
て
、

ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン

と
い
っ
た
教
育
行
政
に
携
っ
た
学
者
と
、
教
育
改
革
を
提
言
し
た

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ロ
ー
ト
等
）

（
ビ
ザ
ン
チ
ン
史
家
・
近
現
代
史
家
で
文
部
大
臣
）
、

I. 

Iヽ

（
近
代
史
家
で
高
等
師
範
の
校
長
）
、

（
哲
学
教
授
で
高
等
教
育
局
長
）
、

ア

と
の
間
に
強
い
紐
帯
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ヴ

ィ
ク
ト
ー
ル
・
ク
ー
ザ
ン
や
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
者
が
教
育
行
政
に
関
与
し
た
先
例
は
フ
ラ
ン
ス
に
は

多
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
を
他
の
時
期
か
ら
分
か
つ
も
の
は
、
普
仏
戦
争
の
敗
北
と
い
う
衝
撃
を
う
け
て
、
教
育
改
革
が
国
民
的
課
題
と

そ
の
実
現
に
と
り
く
む
こ
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
学
問
と
し
て
の

歴
史
学
を
志
向
す
る
歴
史
学
の
革
新
も
、
学
制
改
革
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
史
学
史
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
加
え
て
知
識
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
筆
者
の
一
連
の
研
究
が
、

ル
イ
・
リ
ア
ー
ル

エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
ィ
ス

に
た
い
す
る
反
立
と
し
て
登
場
し
た
実
証
主
義
が
、

フ

一
八
九

0
年
頃
か
ら
一
九
―

-
0年
代
の
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れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、

十
分
、

―
つ
は
、

フ

一
八
九

0
年
代
前
半
と
い
う
第
二
期
の
初
め
に
あ

一
言
、
弁
明
を
付
け
く
わ
え
る

こ
れ
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
歴
史
家
と
教
育
改
革
と
の
関
わ
り
や
、

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、

そ
の
改
革
の
も
つ
政
治
的
意
味
あ
い
に
つ
い

ほ
と
ん
ど
触
れ
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、

と
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
関
心
が
、
何
よ
り
も
実
証
主
義
史
学
の
成
立
に
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
史
学
史
的
関

心
が
主
で
あ
り
、
教
育
史
的
関
心
は
従
で
あ
っ
た
。

第
二
期
は
、
制
度
化
さ
れ
た
実
証
主
義
史
学
が
、
自
己
の
方
法
へ
の
批
判
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
る
。

人
文
科
学
の
領
野
で
代
表
し
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
と
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
が
、

い
つ
い
で
他
界
し
た
こ
と
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。
両
者
は
、

(20) 

現
し
て
い
た
人
た
ち
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、

ン
ス
史
学
を
、

い
わ
ば
最
盛
期
の
実
証
主
義
を

ま
さ
に
「
科
学
、
進
歩
、
実
証
的
方
法
に
注
が
れ
た
期
待
を
…
…
一
身
に
体

一
八
九

0
年
代
に
、
歴
史
学
の
性
格
や
方
法
に
つ
い
て
の
書
物
が
陸
続
と
出
版
さ
れ
た

り
、
二

0
世
紀
に
は
い
っ
て
、
歴
史
家
と
社
会
学
者
と
の
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
俗
流
化
し
た
実
証
主
義
へ
の
批
判
と
い

(21) 

う
状
況
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
期
に
お
い
て
は
、
方
法
の
問
題
を
正
面
か
ら
論
ず
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
、
歴
史
学
方
法
論
の
正
攻
法
で
迫
る
の
が
一
番
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
筆
者
は
、
伝
統
的
な
史
学
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
操
作
化
し
、
ニ

つ
に
細
分
し
て
用
い
よ
う
と
思
う
。
こ
の
方
法
は
、
普
仏
戦
争
の
衝
撃
が
歴
史
学
の
革
新
を
促
進
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
正
当
化
さ

い
わ
ば
二
つ
の
眼
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
複
眼
的
な
視
点
か
ら
、
こ
の
時
期
の
歴
史
学
の
状
況
を
、

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
の
歴
史
観
を
追
体
験
的
・
追
構
成
的
に
理
解
し
、
説
明
し
よ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
進
展
を
見
る
縦
の
眼
で
あ
り
、
他
の
一
っ
は
、
フ
ラ
ン
ス
一
国
と
い
う
視
野
を
突
破
し
、
仏
独
両
国

の
歴
史
学
の
発
展
と
相
互
の
影
饗
関
係
を
見
る
横
の
眼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
時
的
な
系
譜
論
的
・
発
生
論
的
な
視
座
と
共
時
的
な
比

較
論
的
•
関
係
論
的
な
視
座
で
あ
る
。
こ
の
視
座
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
証
主
義
史
学
が
成
立
す
る
以
前
お
よ
び
以
後
の
フ
ラ

ド
イ
ツ
史
学
と
の
連
関
に
お
い
て
論
評
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

さ
ら
に
、
実
証
主
義
史
学
が
裾
野
を
広
げ
て
ゆ
く
過

＇ /¥ 
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一九世紀末フランス史学を見る眼について（渡辺）

第
一
の
批
判
は
、

イ
ツ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

I -

ノ‘

モ
ノ
ー
に
促
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
批
判
と

こ
れ
ら
の
批
判
や
論
争
は
、
歴
史
学
の
領
野
で
の
そ

一
八
九

0
年
代
か
ら
開
始
さ
れ
る
「
実
証
主
義
へ
の
反
逆
」
と
い

―
つ
の
論
争
は
ド

筆
者
は
、

こ
の
よ
う
な
一
般
的
観
点
か
ら
、

程
で
、

い
か
な
る
問
題
に
逢
着
し
た
の
か
を
も
、
問
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
史
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
通
常
科
学
化
と
い
う
歴

史
学
の
現
在
を
前
に
し
て
、
実
証
主
義
史
学
を
論
ず
る
筆
者
の
基
本
的
観
点
は
、
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(23) 

一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
史
学
を
眺
め
て
き
た
。
旧
稿
お
よ
び
前
稿
に
お
い
て
指
摘
し

た
よ
う
に
、
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
が
フ
ラ
ン
ス
に
成
立
し
た
の
は
、

的
唯
名
論
」

の
意
味
で
の
実
証
主
義
が
批
判
さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、

一
九
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
し
た
実
証
主
義
史
家
が
、
歴
史
学
の
確
立
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
『
史
学
雑
誌
』

い
う
ま
で
も
な
く
、

(24) 

う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
の
学
問
的
文
派
に
位
置
づ
け
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

の
創
刊
(
-
八
七
六
年
）

モ
ノ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
の
組
織
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
モ
ノ
ー
の
歴
史
学
方
法
論
が
、

味
で
の
実
証
主
義
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
相
違
を
含
み
つ
つ
も
、

つ
の
論
争
と
い
う
こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
は
、
歴
史
の
方
法
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
を
、

モ
ノ
ー
を
中
心

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

け
っ
し
て
「
過
剰
経
験
主
義
」

と
か
「
科
学

と
貶
価
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
史
料
批
判
や
文
献
批
判
を
方
法
的
武
器
と
す
る
実
証
主
義
史
学
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
を
制
覇
し
た
そ
の
と
き
に
、
実

証
主
義
史
学
は
二
つ
の
批
判
と
―
つ
の
論
争
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
批
判
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
放
た
れ
、

の
表
わ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
歴
史
学
の
領
野
で
は
、
他
の
学
問
領
野
と
、
あ
る
位
相
差
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
こ
う
。

と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
で
批
判
さ
れ
た
実
証
主
義
は
、
本
来
の
意
味
で
の
自
然
科
学
的
な
実
証
主
義
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
批
判
さ
れ
た

(25) 

実
証
主
義
は
、
派
生
的
な
意
味
で
の
史
料
実
証
主
義
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
は
歴
史
主
義
の
立
場
か
ら
、
本
来

フ
ラ
ン
ス
で
は
本
来
の
意
味
で
の
実
証
主
義
に
近
い
立
場
か
ら
、
派
生
的
な
意

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ミ
ア
ン
に
よ
る
社
会
学
か
ら
の
歴
史
学
批
判
で
あ
り
、
第
二
の
批

7-2 -263 (香法'87)



八
八
年
）
を
随
伴
し
つ
つ
、

ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
に
よ
る
歴
史
哲
学
か
ら
の
歴
史
学
批
判
で
あ
っ
た
。
新
興
の
社
会
科
学
と
伝
統
的
な
人
文
科
学
か
ら
の
こ
れ
ら

の
批
判
は
、
今
日
で
は
、
社
会
史
パ
ラ
ダ
イ
ム
ヘ
の
転
換
を
画
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
や

H
.

ベ
ー
ル
が
共
通
し
て
批
判
の
俎
上
に
の
せ
た
も
の
は
、
事
実
の
穿
慇
に
自
足
し
、
事
実
の
蒐
集
学
と
化
し
た
素
朴
実
証
主
義
な
い
し
史
料

(26) 

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
モ
ノ
ー
は
、

ら
の
隣
接
領
域
か
ら
の
批
判
を
真
摯
に
受
け
と
め
、
歴
史
の
方
法
や
歴
史
学
の
性
格
を
再
考
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

ヽ

テ
ー
ヌ

ミ
シ
ュ
レ

L
e
s
M
a
i
t
r
e
s
 d
e
 l'histoire :
 Re
n
a
n
 ̀

 
T
a
i
n
e
,
 M
i
c
h
e
l
e
t
』

を
論
ず
る
必
要
性
を
感
じ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
モ
ノ
ー
が
、

え
高
等
師
範
時
代
か
ら
の
ミ
シ
ュ
レ
ヘ
の
鑽
仰
と
い
う
個
人
的
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
に
せ
よ
、
先
述
の
学
問
状
況
と
の
符
合
を
類
推
さ
せ
る

フ
ラ
ン
ス
国
内
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
の
状
況
に
悼
さ
し
た
の
は
、

ド
イ
ツ
の
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
論
争
で
あ
る
。
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
論
争
と

は
、
カ
ー
ル
・
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
が
『
ド
イ
ツ
史
』
全
五
巻
(
-
八
九
一
ー
九
五
年
、
最
終
的
に
は
全
―
二
巻
、
一
八
九
一
ー
一
九
〇
九
年
）

(27) 

を
世
に
問
う
て
、
政
治
史
優
位
の
ド
イ
ツ
史
学
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
、
「
個
性
」

対
「
発
展
」
、

「
政
治
史
」
対
「
文
化
史
」
と
い
う
歴
史
学
内
部
の
認
識
論
的
存
在
論
的
対
立
か
ら
、
「
理
解
」
対
「
説
明
」
、
「
文
化
科
学
（
精

神
科
学
）
」
対
「
自
然
科
学
」
、
「
個
性
記
述
的
」
対
「
法
則
定
立
的
」
と
い
う
学
問
全
般
に
わ
た
る
方
法
論
争
へ
と
発
展
し
た
大
論
争
で
あ

っ
た
。
オ
ッ
ト
ー
・
ヒ
ン
ツ
ェ
の
好
意
的
批
判
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
の
敗
北
に
終
わ
っ
た
こ
の
論
争
は
、
三

0
年
ほ
ど
前

に
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
実
証
主
義
批
判
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(29) 

ッ
ク
ル
批
判
(
-
八
六
三
年
）

ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
バ

シ
ュ
モ
ラ
ー
と
メ
ン
ガ
ー
の
論
争
(
-
八

(30) 

ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
と
新
ラ
ン
ケ
派
と
の
論
争
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
方
法
論
争
は
、
経
済
学
の
領
域
で
も
、

こ
の
論
争
に
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家

に
十
分
で
あ
る
。

ミ
シ
ュ
レ
研
究
に
打
ち
こ
ん
で
い
っ
た
事
実
は
、

た
と

史
学
の
巨
匠
た
ち
ー
ル
ナ
ン
、

（
一
八
九
四
年
）

実
証
主
義
で
あ
っ
た
。
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
の
は
、

モ
ノ
ー
で
は
な
く
て
、

判
は
、

‘、4

モ
ノ
ー
カ

『歴
こ
れ

六
四
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一九世紀末フランス史学を見る眼について（渡辺）

ょ、
,
1
ー 会

学
年
報
』
の
書
評
論
文
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
総
じ
て
フ
ラ
ン
ス
側
の
反
応
は
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
詳

細
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
論
争
に
た
い
す
る
仏
独
両
国
の
反
応
の
相
違
の
な
か
に
、

み
の
差
異
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
は
、
「
文
化
科
学
」
と
「
自
然
科
学
」
の
峻
別
理
論
、
方
法
二
元
論
と
い
う
解
釈

(33) 

学
理
論
の
影
響
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
は
、
峻
別
で
は
な
く
て
諸
科
学
と
の
融
合
、

(34) 

へ
と
、
学
際
化
と
総
合
化
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

科
学
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
「
人
間
科
学
」

ア
ナ
ー
ル
学
派
の
第
一
世
代
と
な
る
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
や
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
学
生
時
代
を
過
ご
し
、
歴
史
家
に
な
る
た

(35) 

め
の
修
業
を
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
モ
ノ
ー
に
歴
史
の
方
法
の
再
考
を
促
し
た
三
つ
の
契
機
も
、
こ
の
時
期
に

ミ
シ
ュ
レ
の
弟
子
で
あ
り
、

『
解
釈
学
の
成
立
』

（
／
九

0
0年）

わ
れ
わ
れ
は
二

0
世
紀
の
仏
独
両
国
の
歴
史
学
の
歩

(32) 

ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
実
証
主
義
批
判
に
端
を
発
し
た
ド
イ
ツ
の
方

と
な
っ
て
実
を
結
び
、

一
八
九

0
年
代
か
ら
二

0
世
紀
初
め
の
時
代
の
重
要
性
が
、
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ス
チ
ュ
ア

ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、
「
実
証
主
義
—
反
実
証
主
義
論
争
は
、

(36) 

の
大
学
を
震
撼
し
た
」
と
要
約
さ
れ
る
一
般
的
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九

0
年
代
か
ら
一
九
二

0
年
代
に
か
け
て
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
師
で
あ
っ
た
モ
ノ
ー
の
晩
年
の
歴
史
観
を
論
ず
る
意
義
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
よ
り
約
三

0
年
遅
れ
て
始
ま
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
実
証
主
義
批
判
に
、

フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
の
組
織
者
で
あ
り
変
革
者
で
あ
っ
た
モ
ノ
ー

い
か
に
回
答
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
次
稿
の
目
的
で
あ
り
、

目
的
で
あ
っ
た
。

集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
論
争
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の

六
五

つ
ま
り
統
一

そ
の
分
析
視
角
を
明
示
す
る
こ
と
が
本
稿
の

ド
イ
ツ
歴
史
主
義
は
、
「
理
解
」
に
よ
っ
て
哲

が
、
直
接
、
介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
反
応
と
し
て
、

(31) 

ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
の
論
文
や
、
『
史
学
雑
誌
』
・
『
社

7 -2 -265 (香法'87)



(
1
)
 
W
i
l
l
i
a
m
 
R. K
e
y
l
o
r
,
 A
c
a
d
e
m
y
 a
n
d
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
:
 
T
h
e
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 o
f
 the 
F
r
e
n
c
h
 Historical P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 1
9
7
5
)
,
 p
p
.
 

8-10. も
っ
と
も
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
『
歴
史
を
ど
う
書
く
か
』
大
津
真
作
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
）
の
モ
チ
ー
フ
を
付
度
す
る
と
、
様
々

に
形
容
さ
れ
る
実
証
主
義
史
家
の
素
朴
な
科
学
信
仰
は
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
一
部
に
見
ら
れ
る
計
量
経
済
史
や
人
口
動
態
史
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
利

用
し
た
科
学
主
義
と
、
「
マ
ン
タ
リ
テ
」
に
お
い
て
は
同
根
と
い
う
印
象
を
禁
じ
え
な
い
。

(
2
)
 
L
u
c
i
e
n
 F
e
b
v
r
e
,
 C
o
m
b
a
t
s
 p
o
u
r
 
l'histoire 
(Paris, 
1
9
5
3
)
,
 p. 
vii. 

(
3
)

こ
れ
は
実
証
主
義
自
体
が
抱
え
て
い
た
否
定
的
側
面
の
顕
在
化
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
証
主
義
は
宗
教
的
形
而
上
学
に
反
対
し
、
観
察
可
能
な
経
験

的
事
実
の
優
位
性
を
主
張
し
た
点
で
、
進
歩
性
を
も
っ
て
い
た
が
、
「
実
証
的
p
o
s
i
t
if J

と
い
う
言
葉
に
含
意
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
証
主
義
と
は
（
現
実
）

肯
定
主
義
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
第
三
共
和
政
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
証
主
義
の
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
否
定
の
哲
学
」
に
た
い
す
る
「
肯
定
の
哲
学
」
で
あ
っ
た
。

H
・
マ
ル
ク
ー

ゼ
『
理
性
と
革
命
』
桝
田
・
中
島
・
向
来
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
三
五
九
＼
三
六
四
、
三
七
八
＼
三
九
四
頁
。

(
4
)
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
『
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
発
展
史
』
福
永
英
ニ
・
新
関
嶽
雄
訳
（
月
曜
書
房
、
昭
和
二
六
年
）
。
同
『
現
代
文
明
史
』
大
日
本
文
明
協
会
編

輯
局
訳
（
明
治
四
二
年
）
。
同
『
欧
州
現
代
政
治
史
』
全
二
巻
、
山
崎
直
胤
・
山
崎
直
三
訳
（
大
日
本
文
明
協
会
、
明
治
四
三
＼
四
四
年
）
。
な
お
筆
者
は

未
見
で
あ
る
が
、
ラ
ヴ
ィ
ス
の
通
史
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
ィ
ッ
ス
『
欧
州
政
治
史
概
説
』
広
瀬
哲
士
訳
、
大
正
六
年
。

(
5
)
 
C
h
a
r
l
e
s
 L
a
n
g
l
o
i
s
 a
n
d
 C
h
a
r
l
e
s
 S
e
i
g
n
o
b
o
s
,
 I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
the S
t
u
d
y
 o
f
 H
i
s
t
o
r
y
 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 1
8
9
8
)
,
 p
.
1
7
.
1高
雄
四
巳
考
～
衛
訳
『
歴
史

学
入
門
』
（
人
文
閣
、
昭
和
一
七
年
）
三
頁
。
な
お
引
用
文
は
、
邦
訳
ど
お
り
で
は
な
い
（
以
下
、
同
様
）
。
こ
の
ラ
ン
グ
ロ
ワ
と
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
公
式

は
、
の
ち
に
フ
ェ
ー
ヴ
ル
に
よ
っ
て
「
『
歴
史
は
文
献
で
作
ら
れ
る
』
今
だ
に
罷
り
通
っ
て
い
る
、
こ
の
有
名
な
決
ま
り
文
句
」
と
し
て
、
非
難
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

F
e
b
v
r
e
,
0
p
.
c
i
i
.」

p.
4. 
長
谷
川
輝
雄
訳
『
歴
史
の
た
め
の
闘
い
』
（
創
文
社
、
一
九
七
七
年
）
五
頁
。

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
「
歴
史
と
は
推
理
の
堆
積
に
よ
り
、
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
補
う
も
の
で
あ
る
」
と
か
、
「
歴
史
学
は
、
観
察
の
科
学
で
は
な
く
て
推

測
の
科
学
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る

(
L
a
n
g
l
o
i
s
a
n
d
 S
e
i
g
n
o
b
o
s
,
 op. 
cit. ̀
 p. 
261, p. 
317. 邦
訳
二
六
三
、
三
二

0
頁）。

G
・
モ
ノ
ー
は
、
さ
ら

に
謙
虚
に
、
歴
史
学
を
「
貧
弱
で
卑
小
な
推
測
科
学
」
と
か
、
「
不
正
確
な
諸
科
学
の
な
か
の
最
も
不
確
か
な
科
学
」
と
形
容
し
た

(
G
a
b
r
i
e
l
M
o
n
o
d
,
 

"Histoire,'̀
 in D
e
 la 
m
e
t
h
o
d
e
 d
a
n
s
 les 
sciences, P
a
r
i
s
,
 1909, p. 
410.)
。
フ
ェ
ー
ヴ
ル
と
親
し
か
っ
た
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
も
、
歴
史
は
「
推

測
科
学
」
な
い
し
「
主
観
的
科
学
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
ピ
レ
ン
ヌ
「
歴
史
家
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
一
九
三
一
年
、
バ
ー
リ
ン
、

ヒ
ュ
ー
ズ
、
ピ
レ
ン
ヌ
、
内
山
秀
夫
編
訳
『
歴
史
に
お
け
る
科
学
と
は
何
か
』
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
七
三
頁
）
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
一
九

世
紀
末
か
ら
広
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ピ
レ
ン
ヌ
論
文
は
小
論
と
は
い
え
、
か
れ
の
歴
史
の
方
法
を
余
蘊
な
く
示
し
て
お
り
、
得
る
と

(
6
)
 

六
六
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一九世紀末フランス史学を見る眼について （渡辺）

(12) 

(13) 

『
私
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
と
言
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
不
愉
快
で
あ
る
。
精
力
的
に
必
死
に
研
究
し

て
後
、
は
じ
め
て
そ
う
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
手
厳
し
い
。
名
ざ
し
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
批
判
が
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
自
明
で
あ
る
。

M
a
r
c
B
l
o
c
h
,
 A
p
o
l
o
g
i
e
 p
o
u
r
 l'histoire 
o
u
 m

翌
e
r
d'histミ
芯
n
(
P
a
r
i
s
,
1
9
6
4
)
,
 
p. 2
3
.
 
讚
井
鉄
男
訳
『
歴
史
の
た
め
の
弁

明
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）
四
一
頁
。

(
8
)
邦
語
文
献
で
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
批
判
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
本
池
立
「
『
ア
ナ
ー
ル
』
へ
の
道
」
『
思
想
』
七

0
二
号
(
-
九
八
二
年
）
、
井
上
幸
治
「
ア
ナ

ー
ル
学
派
の
成
立
基
盤
」
『
歴
史
評
論
』
三
五
四
号
(
-
九
七
九
年
）
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
『
ふ
さ
が
れ
た
道
』
生
松
・
荒
川
訳
（
み
す
す
書
房
、

一
九
七

0
年
）
。
し
か
し

F
.
A
・
ハ
イ
エ
ク
が
、
一
九
四

0
年
代
に
発
表
し
た
科
学
論
の
な
か
で
、
ラ
ン
グ
ロ
ワ
と
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
『
歴
史
学
入
門
』

の
一
節
を
好
意
的
に
引
用
し
た
こ
と
は
、
批
判
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
歴
史
学
入
門
』
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
ヱ
い
る
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。

F
.
A
・
ハ
イ
エ
ク
『
科
学
に
よ
る
反
革
命
』
佐
藤
茂
行
訳
（
木
鐸
社
、
一
九
七
九
年
）
一
二
九
‘
―

I
Q頁。

(
9
)
 
F
e
b
v
r
e
,
 "
N
i
 histoire a
 th
窃
e
ni h
i
s
t
o
i
r
e
-
m
a
n
u
e
l
,
"
 Do., "
P
o
u
r
 la s
y
n
t
h
e
s
e
 c
o
n
t
r
e
 l'histoireー

t
a
b
l
e
a
u
,
"
in C
o
m
b
a
t
s
 p
o
u
r
 l'histoire, 

p
p
.
 7

0ー

7
4
,
8
0
-
9
8
,
 
B
l
o
c
k
,
 op, 
cit., 
p. 1
0
9
.
 

m::lma'VIU百
f〉

(10)
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
歴
史
家
の

7
人
で
あ
る
が
、
か
れ
を
実
証
主
義
史
家

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
、
か
れ
が
他
の
実
証
主
義
史
家
と
同
じ
く
科
学
信
仰
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
今
日
で
は
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と
さ
れ

る
資
史
料
に
基
づ
く
歴
史
叙
述
の
方
法
を
確
立
し
た
一
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
発
言
に
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ュ
ス
テ
ル
は
、
一
八

八
八
年
に
「
歴
史
は
芸
術
で
は
な
く
、
純
然
た
る
科
学
な
の
で
あ
る
」

(cites
d
a
n
s
 J.
 
E
h
r
a
r
d
 et G
.
 P
a
l
m
a
d
e
,
 1
 

``hぢ
toire,
Paris, 1
9
6
4
,
 p. 3
2
4
.
)
 

と
断
言
し
た
し
、
ま
た
「
歴
史
家
の
特
異
な
才
能
は
、
資
料
に
含
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
を
取
り
だ
す
が
、
資
料
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
は
何
ひ

と
つ
と
し
て
付
け
加
え
な
い
こ
と
に
あ
る
。
最
良
の
歴
史
家
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
も
っ
と
も
近
く
に
お
り
、
テ
ク
ス
ト
を
も
っ
と
も
正
確
に
解
釈
し
、
テ

ク
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
記
述
し
思
考
す
る
歴
史
家
の
こ
と
で
あ
る
」

(cite
d
a
n
s
 G
.
 1 P. P
a
l
m
a
d
e
,
 "
P
r
e
f
a
c
e
,
"
 in C
h
a
r
l
e
s
 S
e
i
g
n
o
b
o
s
,
 Histoire 

sincere d
e
 la 
n
a
t
i
o
n
 fr. ミ
zraise,
Paris, 1
9
8
2
,
 
◎
 19
3
3
,
 
p. 2
.
)

と
涼
1

べ
て
い
た
。

(11)
渡
邊
和
行
「
フ
ラ
ン
ス
実
証
主
義
史
学
成
立
の
背
景
」
『
香
川
法
学
』
第
五
巻
第
四
号
(
-
九
八
六
年
）
六
二
頁
。
同
「
フ
ラ
ン
ス
実
証
主
義
史
学
の
成

立
と
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
」
『
香
川
法
学
』
第
六
巻
第
四
号
(
-
九
八
七
年
）
七
六
頁
。

H
e
n
r
i
 B
e
r
r
,
 
La s
y
n
t
h
翌
e
n
histoire, 
n
o
u
v
e
l
l
e
 e
d
i
t
i
o
n
 
(Paris, 1
9
5
3
)
,
 c
1
9
1
1
,
 p. 1
1
4
.
 

G
e
o
r
g
e
s
 L
e
f
e
b
v
r
e
,
 L
a
 n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 l'historiographie 
m
o
d
e
r
n
e
 
(Paris, 1
9
7
1
)
,
 
p. 2
9
1
.
 

(
7
)
 

こ
ろ
が
大
き
い
。

マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
『
私
は
知
ら
な
い
』
、

六
七

7-2-267 (香法'87)



(14) 

(15) 
H
.
 B
e
r
r
,
 
op. 
cit., 
p. 71. 
ク
ロ
ォ
チ
ェ
『
歴
史
の
理
論
と
歴
史
』
羽
仁
五
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
版
）
―
―
―
七
＼
四
六
頁
。

G
e
o
r
g
 G
.
 l
g
g
e
r
s
,
 N
e
w
 D
i
r
e
c
t
i
o
n
s
 
in E
u
r
o
p
e
a
n
 H
i
s
t
o
r
i
o
g
r
a
p
h
y
 
(
M
i
d
d
l
e
t
o
w
n
,
 1
9
7
5
)
,
 
p. 4
8
.
 
中
村
・
末
川
・
鈴
木
・
谷
口
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
歴
史
学
の
新
潮
流
』
（
晃
洋
書
房
、
一
九
八
六
年
）
六
〇
＼
六
一
頁
。
な
お
人
名
と
書
名
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
翻
訳
ど
お
り
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ

て
お
き
た
い
。
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
通
史
が
示
す
よ
う
に
、
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
自
己
の
理
論
を
歴
史
叙
述
に
適
用
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
丁
度
、
ド
ロ
イ
ゼ

ン
が
、
歴
史
叙
述
の
な
か
で
自
己
の
理
論
を
応
用
し
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

(16)
渡
邊
和
行
「
フ
ラ
ン
ス
実
証
主
義
史
学
成
立
の
背
景
」
前
掲
論
文
、
五
一
頁
。

(17) 
P
a
l
m
a
d
e
,
 op. 
cit., 
p
p
 2ー

5
.

バ
ラ
ク
ラ
フ
の
著
書
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
見
地
か
ら
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

G
．
バ
ラ
ク
ラ
フ
『
歴
史
学
の
現
在
』
松
村
・

金
七
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
第
一
章
。

(18)
筆
者
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
と
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
制
度
化
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
に
示
唆
を
え
て
、
こ
の
よ
う
な
視
角
を
も
つ
に
い
た
っ
た
が
、
イ
ッ
ガ

ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
視
角
か
ら
す
る
歴
史
研
究
が
緒
に
つ
い
た
の
は
最
近
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
の
基
本
的
な
問
題
意
識
と
も
重
な
る
の
で
、

そ
の
箇
所
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
「
歴
史
研
究
を
社
会
や
制
度
と
の
関
連
の
な
か
で
発
展
し
て
い
く
独
自
な
学
問
と
し
て
捉
え
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
研
究

の
歴
史
を
探
究
す
る
試
み
は
、
最
近
に
い
た
る
ま
で
ご
く
ま
れ
で
あ
っ
た
。
」
「
歴
史
学
の
歴
史
は
、
け
っ
し
て
学
問
の
自
律
的
な
内
的
発
展
と
し
て
は
理

解
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
が
叙
述
さ
れ
た
時
代
の
社
会
的
、
政
治
的
お
よ
び
制
度
的
脈
絡
を
こ
そ
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

も
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
以
上
、

Iggers,
op. 
cit 

•• 

p
p
.
 5
ー

6
.

邦
訳
、
四
頁
。
）
そ
れ
は
、
福
井
憲
彦
氏
の
「
学
問
そ

の
も
の
を
歴
史
的
脈
絡
の
な
か
に
相
対
化
し
、
科
学
的
議
論
の
諸
構
造
の
発
生
と
、
社
会
に
お
け
る
権
力
支
配
構
造
と
の
関
係
を
問
い
続
け
る
」
と
い
う

視
座
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
福
井
憲
彦
『
「
新
し
い
歴
史
学
」
と
は
何
か
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
七
年
、
三
二
六
頁
）
。

と
も
あ
れ
、
イ
ッ
ガ
ー
ス
が
述
べ
る
よ
う
な
視
点
か
ら
の
実
証
主
義
史
学
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
七

0
年
代
の
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

は
、
「
実
証
王
義
史
学
の
歴
史
理
論
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
は
、
い
ま
だ
存
在
し
な
い
」
と
言
わ
れ
る
状
態
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
J
e
a
n
G
l
e
n
i
s
-

s
o
n
,
 
"
L
'
h
i
s
t
o
r
i
o
g
r
a
p
h
i
e
 franc,;aise 
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
e
,
"
 
in 
C
o
m
i
t
e
 franc,;ais 
d
e
s
 s
c
i
e
n
c
e
s
 historiques, 
L
a
 r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
histon・que 
e
n
 

Friミ
n
e
e
d
e
 1
9
4
0
 a
 19
6
5
 
(Paris, 1
9
6
5
)
,
 
p. 
XII. 

(19)
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
も
晩
年
に
、
「
民
主
主
義
が
科
学
を
信
頼
し
な
い
な
ら
、
民
主
主
義
は
自
己
の
原
理
に
忠
実
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
第
一
二
共

和
政
の
教
育
改
革
を
回
顧
し
て
い
る
。

B
o
y
e
r
,
Croiset, D
u
r
k
h
e
i
m
 et 
al., 
L
a
 vie
ミ

m
i
u
e
m
i
t
d
i
r
e
d
Pミ
ris
(
P
a
r
i
s
 ̀

 
1
9
1
8
)
,
 
p. 1
7
.
 
本
書
は
、
留

学
生
の
た
め
の
大
学
案
内
で
あ
る
が
、
執
筆
陣
の
頻
ぶ
れ
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
水
準
は
高
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
教
育
機
関
の
沿
革
を
知
る
の

に
最
適
で
あ
る
。

六
八
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一九世紀末フランス史学を見る眼について （渡辺）

(21)
歴
史
学
方
法
論
を
論
じ
た
も
の
に
、

P
a
u
l
L
a
c
o
m
b
e
,
 
L'histoire 
c
o
n
s
i
d
e
,
 ‘唸

c
o
m
m
e
scien
念

(Paris,
1
8
9
4
)
 ., 

L
a
n
g
l
o
i
s
 
et 
S
e
i
g
n
o
b
o
s
,
 

I
n
t
r
o
d
u
c
i
i
o
n
ミ
a.
へt
u
d
e
s
historiques 
(Paris, 1
8
9
8
)
 

•• 

H
e
n
r
i
 B
e
r
r
,
 L
a
 s
y
n
t
h
e
s
e
 d
e
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
s
 et 
l'histoire: 
essai s
u
r
 l'avenir 

d
e
 la p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
(Paris, 
1898)., 
A
.
 
1
 D
.
 X
e
n
o
p
o
l
,
 P
n
・
n
c
i
p
e
s
 f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
u
x
 d
e
 l'histoire 
(Paris, 
1899). 歴
史
家
と
社
会
学
者
と
の
論

争
に
つ
い
て
は
、

R
e
r
u
e
m
i
e
r
n
d
[i
o
n
a
l
e
 d
e
 s
o
c
i
o
l
o
g
芯

1ze
a
n
n
e
e
 N
o
.
 3
 (
m
a
r
s
 1
9
0
4
)
 ., 
B
u
l
l
e
t
i
n
 d
e
 la societe franc;aise d
e
 philosophie, 

V
Iー

VIII
(
1
9
0
6ー

1
9
0
8
)
., 
R
e
v
u
e
 d
e
 s
y
n
t
h
e
s
e
 
histon・que 
(
1
9
0
0ー

1
9
0
5
)
., 
A
n
n
e
e
 sociologique, 
I, 
II 
et 
V
 (1898, 
1899, 
1902). `
 
C
h
a
r
l
e
s
 

P
e
g
u
y
 ̀

 
"
D
e
 la s
i
t
u
a
t
i
o
n
 faite a
 l'histoire et 
a
 la s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
 d
a
n
s
 Jes t
e
m
p
s
 m
o
d
e
r
n
e
s
,
"
 (1906), in P
e
g
u
y
,
 <
E
u
v
r
e
s
 e
n
 p
r
o
s
e
 1
8
9
8
 

I

]

さ
8
(
P
a
r
i
s
,
1
9
5
9
)
 

• 

歴
史
学
と
社
会
学
と
の
関
係
は
、
今
日
で
も
、
問
い
な
お
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

F
e
r
n
a
n
d
B
r
a
u
d
e
l
,
 Ecn・ts 
s
u
r
 
l
 ̀
 

注
stoire
(Paris, 
1
9
6
9
)
,
 
p
p
.
 9
7ー

121.
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
『
社
会
学
と
歴
史
学
』
森
岡
敬
一
郎
訳
（
慶
応
通
信
、
一
九
八
六
年
）
。

(
2
2
)渡邊
和
行
「
歴
史
家
の
誕
生
ー
修
行
時
代
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
一
八
四
四
＼
一
八
七

0
~

」
『
香
川
法
学
』
第
六
巻
第
三
号
(
-
九
八
六
年
）
。

(23)
渡
邊
和
行
「
フ
ラ
ン
ス
実
証
主
義
史
学
の
成
立
と
ガ
プ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
」
『
香
川
法
学
』
第
六
巻
第
四
号
(
-
九
八
七
年
）
。

(24)
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
『
意
識
と
社
会
』
生
松
敬
一
ニ
・
荒
川
幾
男
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七

0
年
）
第
二
章
。
「
実
証
主
義
へ
の
反
逆
」
と
は
、

勿
論
、
通
俗
化
さ
れ
た
「
実
証
主
義
へ
の
反
逆
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
制
度
化
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、
つ
ね
に
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
俗
流

化
と
い
う
危
険
を
卒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
科
学
革
命
の
不
可
避
性
も
、
ま
た
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(25)
実
証
主
義
の
二
つ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
和
行
ー
フ
ラ
ン
ス
実
証
主
義
史
学
の
成
立
と
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
」
四
一
＼
四
四
頁
。
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
、
そ
れ
に
ペ
ギ
ー
や
モ
リ
ー
ス
・
バ
レ
ス
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、
歴
史
学
以
外
の
分
野
に
お
け
る
「
実

証
主
義
へ
の
反
逆
」
は
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
位
相
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
潮
流
が
後
継
者
を
も
ち
え
な
か
っ
た

こ
と
の
意
味
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
の
名
誉
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
、
一
九

0
三
年
一
二
月
に
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ミ
ア
ン
や
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
の
批
判
を

受
け
い
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
学
と
歴
史
学
と
の
相
補
的
関
係
を
承
認
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
、
「
歴
史
の
諸
事
実
が

整
序
さ
れ
る
枠
組
を
社
会
学
に
こ
そ
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
断
言
し
、
社
会
の
多
様
な
発
展
を
比
較
す
る
方
法
を
歴
史
学
に
与
え
る
「
社
会
学
は
、
歴

史
学
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

C
h
a
r
l
e
s
S
e
i
g
n
o
b
o
s
 ̀

 
"
R
a
p
p
o
r
t
s
 d
e
 la s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
 a
v
e
c
 l'histoire," 

R
e
v
u
e
 i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 d
e
 sociologie, 
12e a
n
n
e
e
 N
o
.
 3
 (
m
a
r
s
 1
9
0
4
)
 `
 
1
6
3
-
1
6
4
 

• 
..,;μ 

っ
と
も
幽
~
念5に
一
言
う
と
、
一
八
九
八
年
の
『
歴
史
学
入
門
』

(26) 
1
2
1
 

六
九

(20) 
J. 

ー

M
.
M
a
y
e
u
r
 a
n
d
 M
.
 R
e
b
e
r
i
o
u
x
,
 
T
h
e
 T
h
i
r
d
 R
e
p
u
b
l
i
c
 f
r
o
m
 its 
O
r
i
g
i
n
s
 
to 
the 
G
r
e
a
t
 
W
a
r
 1
8
7
1
-
1
9
1
4
 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 1984), p. 
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(28) 
の
な
か
で
も
、
セ
ー
ニ
ョ
ボ
ス
は
両
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
「
相
互
依
存
的
」
関
係
に
つ
い
て
註
記
し
て
い
た
が

p. 3
2
0
.
 
邦
訳
、
三
二
四
頁
）
、
一
九

0
三
年
に
は
、
そ
れ
を
敷
術
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(27)
邦
語
文
献
を
あ
げ
て
お
く
。
上
原
専
禄
『
歴
史
学
序
説
』
（
大
明
堂
、
一
九
五
八
年
）
。
千
代
田
謙
『
第
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
史
学
史
研
究
』
（
三
省
堂
、

九
六

0
年
）
一
五
章
。
西
山
勤
―
―
「
カ
ー
ル
・
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
対
新
ラ
ン
ケ
学
派
あ
る
い
は
理
論
対
歴
史
」
『
研
究
紀
要
』
（
橘
女
子
大
学
）
第
七
号
、

九
七
九
年
。
奥
田
隆
男
「
リ
ッ
カ
ー
ト
と
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
論
争
」
『
経
済
論
叢
』
（
京
都
大
学
）
第
一
三
六
巻
第
四
号
、
一
九
八
五
年
。
三
宅
正
樹
「
社
会

学
と
歴
史
学
と
の
対
話
」
『
思
想
』
七
―
―
―
一
号
、
一
九
八
五
年
。
吉
武
夏
男
「
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
対
マ
イ
ネ
ッ
ケ
史
学
論
争
」
『
史
学
研
究
』
（
広
島
大
学
）

七
七
＼
七
九
合
併
増
大
号
、
一
九
六

0
年。

こ
の
対
立
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

の
意
義
も
、

土、

一
九
八
五
年
）
参
照
。

(29) 
J
o
h
a
n
n
 
G• 

D
r
o
y
s
e
n
,
 "
D
i
e
 E
r
h
e
b
u
n
g
 d
e
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 z
u
m
 R
a
n
g
 einer W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
.
"
 Historische Zeitschrift, 
I
X
 (
1
8
6
3
)
,
 1
ー

2
2
.

な

お
こ
の
論
文
は
、

D
r
o
y
s
e
n
,
(
H
r
g
b
.
 R
u
d
o
l
f
 H
u
b
n
e
r
)
,
 Historik 
(
M
t
i
n
c
h
e
n
 ̀

 
1
9
6
0
)

◎
 1
9
3
7
,
 
S. 3
8
6ー

4
0
5
.

に
、
付
録
と
し
て
お
さ
め
ら
れ
て

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 
い
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
こ
と
は
園
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
一
連
の
科
学
方
法
論

そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お

F
.
H
・
テ
ン
ブ
ル
ッ
ク
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
方
法
論
の
生
成
』
住
谷
一
彦
・
山
田
正
範
訳
（
未
来

G
.
H
・
フ
ォ
ン
・
ウ
リ
ク
ト
『
説
明
と
理
解
』
丸
山
・
木
岡
訳
（
産
業
図
書
、
一
九
八
四
年
）
第
一
章
。
丸
山
高
司
『
人
間
科
学
の
方
法
論
争
』

草
書
房
、
一
九
八
五
年
）
序
論
。

S
・
ヒ
ュ
ー
ズ
『
意
識
と
社
会
』
前
掲
、
第
六
章
。

H
e
n
r
i
 P
i
r
e
n
n
e
.
 
"
U
n
e
 p
o
l
e
m
i
q
u
e
 h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 e
n
 A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
"
 R
e
v
u
e
 historique, 
L
X
I
V
 (
1
8
9
7
)
,
 
5
0
-
5
7
.
 

ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
、
一
八
五

0
年
代
か
ら
、
実
証
主
義
へ
の
批
判
を
記
し
始
め
て
お
り
、
一
八
五
八
年
に
は
、
物
理
的
方
法
の
本
質
が
説
明
に
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
歴
史
的
方
法
の
本
質
は
理
解
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
D
r
o
y
s
e
n
,
Histon・k, 
S. 3
3
0
.
 
樺
俊
雄
訳
『
史
学
綱
要
』
刀
江
書
院
、

昭
和
―
―
―
年
、
四
六
頁
）
。
歴
史
に
お
け
る
理
解
の
問
題
を
、
命
題
と
し
て
定
式
化
し
た
の
が
ド
ロ
イ
ゼ
ン
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
の

関
連
に
お
い
て
も
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
が
一
八
六

0
年
代
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
、
「
探
究
的
理
解
」
の
方
法
を
講
義
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
し
え
な
い
重
要

性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
、
モ
ノ
ー
が
摂
取
し
た
ド
イ
ツ
史
学
と
は
、
ラ
ン
ケ
の
歴
史
学
か
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
歴
史
学

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
元
論
的
学
問
観
の
影
親
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
一
九
三
四
年
で
す
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
純
粋
法
学
」
の
定
義
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、

「
法
律
学
は
精
神
科
学
で
あ
っ
て
、
自
然
科
学
で
は
な
い
」
と
筆
を
お
ろ
し
た
と
こ
ろ
に
も
窺
知
し
う
る
で
あ
ろ
う

(
H
・
ケ
ル
ゼ
ン
『
純
粋
法
学
』
横

七
〇

（勁

(
L
a
n
g
l
o
i
s
 a
n
d
 S
e
i
g
n
o
b
o
s
,
 
0
p
.
c
i
[
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一九世紀末フランス史学を見る眼について （渡辺）

(34) 

(35) 

(36) 

1
0五
頁
。

七

（
一
九
八
七
年
四
月
脱
稿
）

田
喜
一

1

一
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
昭
和

0
年
、
昭
和
四
八
年
版
を
利
用
、
二
七
頁
）
。
な
お
デ
ィ
ル
タ
イ
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
か
れ
は
「
説
明
」
と
「
理

解
」
の
峻
別
で
は
な
く
て
、
「
段
階
的
連
続
」
を
主
張
し
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
れ
は
「
精
神
科
学
と
自
然
科
学
と
で
、
同
一
の
基
本

的
な
論
理
的
作
業
（
帰
納
・
分
析
・
構
成
・
比
較
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
自
明
で
あ
る
」
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
し
、
「
ど
ん
な
了
解
に
お
い
て
も
、

普
遍
的
な
諸
見
解
が
、
演
繹
と
類
似
し
た
手
続
き
に
よ
っ
て
、
…
…
知
識
と
し
て
協
力
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
デ
ィ
ル
タ
イ
『
解
釈
学
の
成
立
』

久
野
昭
訳
、
以
文
社
、
一
九
七

:

1

1

年
、
五
ご
、
五
九
頁
）
。
こ
の
方
向
を
押
し
す
す
め
た
の
が
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
で
あ
り
、
か
れ
は
説
明
と
了
解
の
「
粗

雑
な
二
者
択

L
L
で
は
な
く
て
、
「
説
明
と
了
解
の
間
の
弁
証
法
的
な
絆

L

を
提
示
し
て
い
る
（
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
解
釈
の
革
新
』
久
米
•
清
水
・

久
重
訳
、
白
水
社
、
：
九
七
八
年
、
一
八
、
四
三
頁
）
。
「
理
解
」
を
重
視
す
る
ボ
ル
ノ
ウ
も
、
説
明
は
理
解
と
い
う
「
根
源
的
か
つ
基
礎
的
能
力
…
…
の

な
か
に
組
み
こ
ま
れ
、
か
つ
こ
う
し
た
能
力
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
」
と
記
し
て
い
る

(
O
•
F
・
ボ
ル
ノ
ウ
『
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
』

小
笠
原
・
田
代
訳
、
以
文
社
、
：
九
八
一
年
、
一
五
八
＼
；
五
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
今
日
の
解
釈
学
は
、
単
純
な
二
元
論
で
も
一
元
論
で
も
な
い
点
に

特
色
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
解
釈
学
の
現
代
的
再
生
を
な
し
と
げ
た
名
著
で
あ
り
、
現
在
、
翻
訳
が
進
め
ら
れ
て
い
る
ハ
ン
ス
|
ゲ
オ
ル

ク
・
ガ
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法
』
轡
田
・
麻
生
そ
の
他
訳
（
全
三
巻
の
予
定
で
、
現
在
は
第
一
巻
の
み
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八

六
年
）
の
早
期
完
訳
が
望
ま
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
潮
流
が
依
然
と
し
て
主
流
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
「
社
会
的
差
異
に
つ
い
て
の
科
学
」
と
捉
え
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー

ヌ
が
、
「
リ
ッ
ケ
ル
ト
や
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
を
み
な
ら
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
か
れ
ら
の
「
二
分
法
」
を
峻
拒
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
『
差
異
の
目
録
』
大
津
真
作
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
）
五
八
頁
。

歴
史
学
と
社
会
学
と
の
方
法
論
争
の
み
な
ら
ず
、
ほ
ぽ
こ
の
時
期
か
ら
始
ま
る
物
理
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
も
、
フ
ェ
ー
ヴ
ル
や
ブ
ロ
ッ
ク
に
多
大
な
影

響
を
及
ぽ
し
た
の
で
あ
る
。
岸
田
達
也
「
戦
間
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
史
思
想
に
お
け
る
『
危
機
』
の
問
題
」
（
『
紀
要
』
名
古
屋
大
学
教
養
部
、

A
第
三
〇
輯
、

一
九
八
六
年
）
は
、
「
歴
史
学
の
危
機
」
と
の
関
連
で
、
こ
の
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
。

S
・
ヒ
ュ
ー
ズ
「
歴
史
家
と
社
会
科
学
者
」
一
九
六

0
年
、
内
山
秀
夫
編
訳
、
前
掲
書
、
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付
記

原
語
は

la
d
i
p
l
o
m
a
t
i
q
u
e
で
し
た
。

『
香
川
法
学
』
第
六
巻
第
四
号
所
収
の
拙
論
に
誤
訳
が
あ
り
ま
し
た
。
六
一
頁
の
終
わ
り
か
ら
二
行
目
、
外
交
論
↓
公
文
書
学
。

七
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