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序

詩
作
と
歴
史

　
　
　
　
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス

『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
と
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』

小
川
彩
子

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』
で
は
、
「
詩
作
（
§
。
ご
9
り
）
」
の
如
何
に
な
す
べ
き
で
あ
る
か
が
議
論
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
中
心

的
に
論
じ
ら
れ
る
「
詩
作
」
の
指
示
す
る
対
象
が
、
悲
劇
と
叙
事
詩
で
あ
る
と
い
っ
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
（
－
）
。
悲
劇
や
叙
事
詩
と

い
っ
た
叙
述
が
、
詩
人
の
手
に
よ
っ
て
制
作
的
に
〈
作
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
扱
わ
れ
、
こ
う
し
た
叙
述
を
な
す
詩
人
の
制
作
術
を

問
う
た
著
作
が
、
『
詩
学
』
で
あ
る
。
『
詩
学
』
で
は
、
優
れ
た
詩
作
を
な
す
た
め
に
制
作
者
た
る
詩
人
に
関
し
て
そ
の
技
法
が
問
わ

れ
、
検
討
さ
れ
る
。

　
『
詩
学
』
第
9
章
に
は
、
詩
人
（
母
。
ミ
息
り
）
と
歴
史
家
（
一
q
N
。
b
ミ
ひ
り
）
と
の
相
違
を
比
較
す
る
印
象
的
な
議
論
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
「
詩
作
（
㌶
o
ミ
9
り
）
」
に
対
し
て
「
歴
史
（
～
q
焼
。
恵
黛
）
」
と
い
う
項
が
導
入
さ
れ
、
「
詩
作
」
と
「
歴
史
」
の
特
徴
が
そ
れ
ぞ
れ

対
比
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
2
3
章
で
も
、
叙
事
詩
の
技
法
と
の
比
較
に
お
い
て
「
歴
史
」
が
導
入
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
歴
史
」
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の
特
徴
が
叙
事
詩
を
代
表
と
し
た
「
詩
作
」
の
そ
れ
と
対
比
的
に
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
詩

作
」
と
「
歴
史
」
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
二
つ
の
叙
述
を
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
試
み
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
明
ら
か
と
さ
れ
る
「
詩
作
」
と
「
歴
史
」
の
特
徴
は
、
一
見
き
わ
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
り
、

あ
る
種
自
明
の
大
前
提
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
単
純
な
特
徴
に
し
た
が
っ
て
「
詩
作
」

と
「
歴
史
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
ど
れ
く
ら
い
意
義
が
あ
る
か
、
目
の
前
の
歴
史
的
叙
述
と
詩
作
と
を
区
別
す
る
際
に
ど
れ
く
ら

い
有
効
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
『
詩
学
』
第
9
章
お
よ
び
第
2
3
章
に
お
い
て
、
「
歴
史
」
に
関
し
て
語
ら
れ
る
場
面
に
焦
点
を
当
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
捉
え
る
「
歴
史
」
と
「
詩
作
」
の
特
徴
が
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
「
歴
史
」
と
「
詩
作
」

と
が
如
何
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
は
、
「
歴
史
」
と
「
詩
作
」
と
が
対
比
的
に
語
ら
れ
る
と
き
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。
以
下
の
考
察
で
は
、
「
歴
史
」
の
具
体
例
と

し
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
を
、
「
詩
作
」
の
具
体
例
と
し
て
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
を
取
り
上
げ
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
捉
え
た
「
歴
史
」
や
「
詩
作
」
の
特
徴
が
、
実
際
の
叙
述
に
お
い
て
如
何
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

論
を
進
め
る
。

－
．

『
詩
学
』
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
導
入

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
自
然
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
（
蓬
紬
息
q
ミ
）
考
察
を
進
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
考
察
は
、

共
通
の
問
題
か
ら
は
じ
め
て
次
第
に
特
殊
な
問
題
へ
と
展
開
し
て
い
く
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
（
2
）
。
『
詩
学
』
で
は
、
先
ず
は
詩
作
一
般

に
関
し
て
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
「
再
現
」
と
い
う
事
態
に
焦
点
を
絞
り
、
次
い
で
そ
の
再
現
の
媒
体
と
対
象
と
を
検
討
し
、
最
終
的
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に
は
、
再
現
の
中
で
も
特
に
悲
劇
や
叙
事
詩
と
い
う
個
々
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
問
題
を
限
定
す
る
、
と
い
う
手
順
で
語
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
第
6
章
で
は
、
問
題
を
悲
劇
に
限
定
し
、
そ
の
構
成
要
素
に
関
し
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
第
7
章
、
第
8
章
に
お
い
て
は
、

悲
劇
の
構
成
要
素
の
中
で
も
特
に
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
組
み
立
て
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
緊
密
な
統
一
を
要
求
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
沿
っ
て
、
第
9
章
冒
頭
で
は
、
「
以
上
の
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
（
P
H
＆
H
鋤
ω
①
）

と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
も
と
つ
い
て
、
詩
人
の
仕
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
詩
人
の

仕
事
た
る
「
詩
作
」
に
対
応
し
て
「
歴
史
」
が
導
入
さ
れ
、
「
詩
作
」
と
「
歴
史
」
と
が
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
歴
史
」

と
い
う
対
比
項
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
詩
作
」
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
「
歴
史
」
に
関
す
る
記
述
は
、
唐
突
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
な
順
序
に
し
た
が
っ

て
語
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
り
口
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
歴
史
」
に
関
す
る
記
述
の
導
入
は
、
「
詩
作
」
の
特
徴
を
詩
人
の
仕
事
と

い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
6
章
か
ら
第
8
章
に
か
け
て
、
問
題
は
詩

作
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
収
束
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
緊
密
な
統
一
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
に
き
て
、
第
9
章
で
は
、

そ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
て
き
た
ミ
ュ
ー
ト
ス
や
そ
の
緊
密
な
統
一
が
一
体
何
を
目
指
し
て
の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す

べ
く
、
詩
人
の
仕
事
と
い
う
観
点
が
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
詩
人
の
仕
事
（
き
ミ
8
ψ
帆
ミ
ミ
）
は
、
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
（
斗
属
ふ
喬
ミ
）
を
語
る
の
で
は
な
く
、
起
こ
り
う
る
こ
と

を
（
　
の
　
　
　
　
り
　
　
　
　
し
O
い
窺
黛
鷲
殴
伽
く
O
い
煉
O
）
、
あ
り
そ
う
な
仕
方
で
あ
る
い
は
必
然
的
な
仕
方
で
（
k
隠
鐵
噴
α
伽
ミ
ひ
り
愚
噴
α
隊
ミ
9
ミ
ミ
ミ
）
起
こ
る
可
能

性
の
あ
る
こ
と
を
、
語
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
家
（
N
q
焼
。
も
ミ
ひ
り
）
と
詩
人
（
司
゜
ミ
斗
り
）
は
、
韻
文
で
語
る
か
否
か
と

い
う
点
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
は
な
く
ー
事
実
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
作
品
（
斗
．
＝
b
。
き
8
ミ
）
は
韻
文
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し

か
し
韻
律
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
（
偽
q
焼
o
誉
黛
）
で
あ
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
変
わ
り
も
な
い
ー
、
歴
史
家
は
す
で
に
起
こ
っ

た
こ
と
（
紬
曵
建
9
①
ミ
）
を
語
り
、
詩
人
は
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
（
°
貯
習
蒜
き
ミ
゜
）
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
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異
な
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
詩
作
は
歴
史
に
く
ら
べ
て
よ
り
哲
学
的
（
魯
ざ
q
o
＄
e
鵠
b
9
）
で
あ
り
、
よ
り
深
い
意
義
を
持
つ
も

の
（
曾
ミ
貯
s
鵠
b
ミ
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
詩
作
は
む
し
ろ
普
遍
的
な
こ
と
（
紬
蓬
ホ
淘
。
ぐ
）
を
語
り
、
歴
史
は
個
別
的
な

こ
と
を
（
嬉
捜
黛
魅
”
野
桑
q
噴
ミ
）
語
る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
的
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
語
っ
た

り
行
っ
た
り
す
る
の
が
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
作
は
、

人
物
に
名
前
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
普
遍
的
な
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
他
方
、
個
別
的
と
は
、
た
と
え
ば
ア
ル
キ
ビ

ア
デ
ス
と
い
う
人
物
が
何
を
お
こ
な
い
、
ど
ん
な
目
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
P
H
ホ
H
簿
し
。
雫
σ
　
）
。

　
こ
こ
で
は
、
「
詩
作
」
と
「
歴
史
」
と
い
う
二
つ
の
叙
述
が
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
よ
れ
ば
、
詩
人
の
仕
事
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
人
物
が
何
を
な
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
る
人
物
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
人
間
一
般
は
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
な
こ
と
を
な
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、
歴
史
家
は
個
々
に
「
起
こ
っ
た
こ
と
（
鼓
鴇
く
9
傷
ミ
）
」

を
語
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
詩
作
が
「
普
遍
」
を
狙
っ
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
は
起
こ
っ
た
出
来
事
を
語
る
と
い
う
形
で
「
個
別
」
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
詩
作
に
は
よ
り
哲
学
的
で
よ
り
深
い
意
義
を
持
つ
と
い
う
「
優
位
」
の
性
格
付
け
が
な
さ
れ
、
他
方
、
歴
史

に
は
「
劣
位
」
が
付
加
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
詩
作
が
ま
さ
に
詩
人
の
「
制
作
的
」
な
仕
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

歴
史
が
「
事
実
」
に
沿
っ
て
歴
史
家
の
語
る
い
わ
ば
非
制
作
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第

23

ﾍ
の
言
及
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
2
3
章
で
は
、
叙
事
詩
の
技
法
を
説
明
す
る
中
で
「
歴
史
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
ま
た
、
出
来

事
の
組
み
立
て
は
、
歴
史
の
場
合
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
行
為
に

つ
い
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
時
間
（
時
期
）
に
つ
い
て
解
明
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
間
の
中
で
起
こ
っ
た
限

り
の
出
来
事
は
、
一
人
の
人
間
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
二
人
以
上
の
人
間
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
出
来
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事
の
一
つ
一
つ
が
相
互
に
関
係
を
持
つ
の
は
偶
然
に
よ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
サ
ラ
ミ
ス
の
海
戦
と
、
カ
ル
タ
ゴ
人
に
対
す

る
シ
ケ
リ
ア
で
の
戦
い
は
同
時
に
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
同
一
の
結
末
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
連

続
す
る
時
間
の
中
で
あ
る
出
来
事
が
他
の
出
来
事
の
後
に
続
い
て
起
こ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
か
ら
一
つ
の
結
末
は
決
し
て
生

じ
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
b
Q
し
Q
　
　
］
°
心
切
①
四
H
㊤
1
ト
り
⑩
　
　
鴇
）
。

　
こ
の
箇
所
で
は
、
叙
事
詩
と
歴
史
と
が
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
叙
事
詩
に
関
し
て
は
悲
劇
と
同
様
に
「
行
為
の
統
一
」

が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
に
関
し
て
は
「
時
間
の
統
一
」
が
重
要
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
、
）
。
叙
事
詩
は

悲
劇
と
同
様
に
、
因
果
関
係
に
も
と
つ
く
行
為
の
緊
密
な
統
一
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
基
準
と
す
る
も
ろ
も
ろ
の
出
来
事
の

取
捨
選
択
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
が
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
中
か
ら
そ
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
『
イ
リ

ア
ス
』
を
制
作
し
た
こ
と
を
賞
賛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
口
゜
。
”
H
＆
⑩
p
。
。
O
）
。
こ
の
よ
う
な
詩
人
に
よ
る
仕
事
に
は
、

出
来
事
の
取
捨
選
択
と
い
う
詩
人
の
「
制
作
的
」
な
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
対
し
て
歴
史
の
方
は
、
サ
ラ
ミ
ス
の

海
戦
と
カ
ル
タ
ゴ
人
に
対
す
る
シ
ケ
リ
ア
の
戦
い
が
同
時
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
た
め
、
同
一
の
結
果
に
向
か
っ
て
収
束
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
差
別
に
述
べ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
に
は
、
「
事
実
」

を
あ
り
の
ま
ま
に
語
ろ
う
と
す
る
い
わ
ば
非
制
作
的
な
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
第
9
章
と
第
2
3
章
に
お
け
る
論
旨
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
詩
作
が
「
制
作
性
」
「
普
遍
性
」
「
優
位
」
「
行
為
の
統
一
」
と

い
う
特
徴
を
示
す
の
に
対
し
て
、
歴
史
は
「
事
実
性
」
「
個
別
性
」
「
劣
位
」
「
時
間
の
統
一
」
と
い
う
特
徴
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
優
劣
の
問
題
は
は
ず
す
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
想
定
す
る
「
詩
作
」
は
詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
制
作
的
」

な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
普
遍
的
」
な
出
来
事
を
「
行
為
の
統
一
」
を
通
じ
て
語
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
歴
史
」
は
歴
史

家
が
「
事
実
」
に
も
と
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
個
別
的
」
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
「
時
間
」
に
沿
っ
て
記
す
も
の
で

あ
る
、
と
理
解
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
な
お
「
歴
史
」
と
呼
べ
る
も
の
は
、
一
定
の
時
間
内
に
お
け
る
出
来
事
の
網
羅
的
な
叙
述
の
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
年
代
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
網
羅
的
に
述
べ
る
「
年
代
記
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

ま
た
は
一
個
人
の
人
生
に
お
い
て
生
じ
た
こ
と
を
網
羅
的
に
語
る
「
私
伝
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
確
か
に
、
上
記
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
示
す
る
「
詩
作
」
と
「
歴
史
」
の
特
徴
は
、
強
ち
間
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
明
ら
か
と
な
る
「
詩
作
」
及
び
「
歴
史
」
は
、
き
わ
め
て
図
式
的
な
も
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
「
詩
作
」
や
「
歴
史
」
と
い
う
も
の
が
、
文
字
通
り
そ
の
ま
ま
、
実
際
の
「
詩
作
」
や
「
歴
史
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
を
あ
ら
わ
せ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
「
歴
史
」
に
関
し
て
見
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
く
ら
網
羅
的
な
叙
述
を
理
想
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
完

全
に
「
網
羅
的
に
」
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
、
あ
る
一
定
の
時
間
内
や
あ
る
一
個
人
に
関
し
て
、
と
い
う

条
件
付
け
を
し
た
と
し
て
も
、
完
全
に
網
羅
的
な
叙
述
と
い
う
も
の
は
で
き
ず
、
歴
史
家
に
よ
る
何
ら
か
の
取
捨
選
択
が
必
然
的
に

な
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
示
す
る
「
歴
史
」
が
実
際
の
歴
史
的
叙
述
に

そ
の
ま
ま
当
て
は
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
く
厳
密
な
意
味
で
の
「
時
間
の
統
一
」

は
な
し
え
な
い
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
た
と
え
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
事
実
そ
の
ま
ま
を
と
ど
め
て
「
歴
史
」
と
し
て
再
提
示
す
る
と

い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
叙
述
と
い
う
形
式
を
と
り
再
提
示
す
る
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
何
ら
か
の
変
容
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
事
実
性
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
「
事
実
」
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
か

は
わ
か
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
「
歴
史
」
が
単
純
に
「
個
別
性
」
を
狙
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
い
難
い
。
実
際
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は

『
戦
史
』
第
1
巻
の
序
文
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
コ
方
で
、
私
の
こ
の
史
書
に
は
物
語
的
要
素
（
装
ミ
ゆ
脅
り
）
が
な
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く
、
こ
れ
を
聴
い
て
も
お
そ
ら
く
楽
し
め
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
他
方
で
、
今
こ
こ
に
起
こ
っ
た
こ
と

（
貝
黛
　
図
価
く
O
装
価
罵
黛
）
の
確
実
な
と
こ
ろ
を
見
よ
う
と
す
る
人
た
ち
が
こ
れ
か
ら
出
て
く
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
や
こ
れ
に
近
い
こ

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
、
将
来
に
も
い
つ
か
再
び
起
こ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
確
実
な

こ
と
を
み
た
い
と
思
う
人
た
ち
が
、
こ
の
史
書
を
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
判
定
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は

そ
の
場
の
賞
賛
で
は
な
く
、
む
し
ろ
永
代
の
財
産
に
な
る
も
の
と
し
て
書
き
綴
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
（
一
ト
○
卜
o
心
》
　
　

堵
）
。
こ
の
箇
所
か
ら

は
、
少
な
く
と
も
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
自
ら
の
述
べ
る
「
歴
史
」
に
、
「
個
別
性
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
普
遍
性
」
を
見
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
起
こ
っ
た
出
来
事
の
真
相
を
確
か
め
る
場
合
に
有
益
な
叙
述
と
し
て
歴
史
を
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
来
に
お
い
て
似
た
出
来
事
が
起
こ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
考
察
す
る
の
に
こ
の
歴
史
的
叙
述
が
有
益
な

も
の
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
中
、
「
歴
史
」
に
対
し
て
「
事
実
性
」
「
個
別
性
」
「
時
間
の
統
一
」
と
い
う
こ
れ
ら
の

特
徴
を
与
え
る
の
は
、
短
絡
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
制
作
性
」
「
普
遍
性
」
「
行
為
の
統
＝
と
い
う
「
詩
作
」
の
特

徴
も
、
ど
れ
ほ
ど
詩
作
の
特
徴
と
し
て
確
保
さ
れ
う
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
二
つ
の
叙
述
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
特
徴
を

一
つ
一
つ
別
々
に
吟
味
す
る
と
、
そ
の
各
々
が
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
ら
の
叙
述
を
説
明
し
え
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
上
で
あ
え
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
し
た
特
徴
を
挙
げ
て
「
詩
作
」
と
「
歴
史
」
と
い
う
二
つ
の
叙
述
を
区
別
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
以
下
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
念
頭
に
お
い
た
「
歴
史
」
と

「
詩
作
」
を
、
具
体
例
を
挙
げ
て
検
討
す
る
。
「
歴
史
」
の
例
と
し
て
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
を
、
ま
た
「
詩
作
」
の
例
と
し
て
は

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
。



28

2
．

「
歴
史
」
ー
ヘ
ロ
ド
ト
ス
「
歴
史
』
の
場
合
ー

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
「
歴
史
」
．
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
が
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
る
歴
史
的
叙
述
で
あ

る
こ
と
は
、
第
9
章
の
一
節
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
P
H
δ
H
σ
卜
。
）
。
ま
た
、
第
2
3
章
に
お
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
サ
ラ
ミ
ス
の
海
戦
と
、
カ
ル
タ
ゴ
人
に
対
す
る
シ
ケ
リ
ア
の
戦
い
に
関
す
る
言
及
も
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
（
メ
H
①
①
）

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
4
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
歴
史
家
と
し
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
想
定
し
て
い

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。

　
方
や
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
に
関
し
て
は
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
言
及
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
全
著
作
を
通
じ
て

も
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
（
5
）
。
実
際
に
は
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
時
代
的
な
歴
史
家
で
あ
る

か
ら
、
歴
史
家
と
し
て
は
む
し
ろ
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
方
が
意
識
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
彼
の
名
を
出
す
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
語
る
「
歴
史
」
か
ら
は
そ
れ
が
「
普
遍
性
」
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
歴
史
」
に
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
見
出
す
『
詩
学
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
「
歴
史
」
の
典
型
と
し
て
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
ヘ
ロ
ド

ト
ス
は
『
歴
史
』
の
冒
頭
部
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
書
は
ハ
リ
カ
リ
ナ
ッ
ソ
ス
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
、
起
こ
っ
た

こ
と
（
嬉
醤
く
9
傷
ミ
）
が
時
の
推
移
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ア
人
や
異
邦
人
の
果
た
し
た
偉
大
で
驚
嘆
す
べ
き
事
績
の
数

々
や
、
と
り
わ
け
両
者
が
如
何
な
る
原
因
か
ら
戦
い
を
交
え
る
に
至
っ
た
か
の
事
情
が
、
や
が
て
人
々
に
知
ら
れ
な
く
な
る
の
を
お

そ
れ
て
、
探
究
し
た
も
の
（
（
　
　
　
　
　
　
、
い
q
貝
毬
卜
黛
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
序
）
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

文
言
と
同
じ
く
「
起
こ
っ
た
こ
と
（
焼
黛
　
∩
N
侮
哩
O
嚢
偽
く
黛
）
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
過
去
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
そ
の
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も
の
と
し
て
忘
却
さ
れ
な
い
よ
う
に
記
し
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
態
度
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
態
度
と
明
ら
か
に
異
な
る
。
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
よ
う
に
、
過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
同
様
の
出
来
事

が
未
来
に
お
い
て
再
度
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
見
越
し
て
、
そ
の
と
き
の
参
考
に
す
べ
く
叙
述
す
る
の
で
は
な
く
、
ヘ
ロ

ド
ト
ス
は
む
し
ろ
、
過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
過
去
に
起
こ
っ
た
「
個
別
的
」
な
出
来
事
の
ま
ま
と
し
て
と
ど
め
る
こ
と
に
意
味

を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
時
間
の
統
一
」
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
叙
述
は
、
そ
の
主
題
を
一
つ
の
ペ
ル
シ
ア
戦
争
と
い
う

も
の
に
置
き
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
叙
述
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
に
は
地
誌
的
な
要
素
や
風
俗
的
な
内
容
も
含
ま
れ
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
論
述
が
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
編
年
史
的
な
記
述
に
比
べ
る
と
、
ヘ

ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
で
は
年
代
の
枠
組
み
も
判
然
と
せ
ず
、
地
域
に
関
し
て
も
転
々
と
し
て
い
て
、
構
成
上
の
統
一
が
と
れ
て
い

る
と
は
い
い
難
い
。
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
で
時
間
に
沿
っ
た
網
羅
的
な
叙
述
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
比
較
的
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
方
が

当
て
は
ま
り
易
い
く
ら
い
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
「
歴
史
」
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
「
歴
史
」
に
要
求
す
る
「
時
間
の
統
一
」
が
、
単
に
時
間
系
に
沿
っ
た
出
来
事
の
羅
列
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
あ
る
一
定
の

時
間
内
に
お
い
て
起
こ
っ
た
出
来
事
を
く
ま
な
く
述
べ
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
事
実
の
網
羅

性
が
持
つ
統
一
性
こ
そ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
歴
史
」
に
求
め
る
「
時
間
の
統
＝
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
の
統
一
性

と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
個
別
的
な
出
来
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
、
事

実
性
を
支
え
と
し
た
出
来
事
の
統
一
性
な
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
を
比
べ
た
と
き
、
先
ず
も
っ
て
印
象
に
つ
く
の
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
物
語
や
説
話
的
な
要
素
を
そ
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の
歴
史
に
盛
り
込
む
の
に
対
し
て
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
こ
れ
を
積
極
的
に
排
除
し
よ
う
と
努
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た

が
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
序
文
に
お
い
て
自
ら
の
歴
史
的
記
録
か
ら
物
語
的
要
素
（
装
亀
⑪
脅
り
）
を
省
い
て
い
る
と
い
う
内
容
を
語
る

（H

|
心
闇
　
　
　
℃
）
。
こ
れ
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
意
識
し
て
の
言
及
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
自
ら
の
綴
る
歴
史
の
事
実
性
を

保
つ
た
め
に
、
不
確
実
な
要
素
を
徹
底
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
と
い
う
と
、
そ
の
歴
史
に
は

多
く
の
説
話
が
含
ま
れ
る
と
キ
ケ
ロ
や
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
に
言
わ
れ
（
6
）
、
さ
ら
に
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
に
よ
っ
て
も
そ
れ
が
物
語
的
歴
史
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
（
7
）
、
物
語
や
説
話
的
な
要
素
を
自
ら
の
語
る
歴
史
に
持
ち
込
む
。
こ
れ
は
、
一
つ
間
違
え
れ
ば
、
「
歴
史
」
と
し
て
の

事
実
性
を
失
い
か
ね
な
い
行
い
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
物
語
や
説
話
的
な
要
素
も
不
確
実
な
も
の
と
し
て
不
確

実
な
ま
ま
に
示
そ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
1
巻
の
初
め
で
は
ペ
ル
シ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
諸
国
と
の
抗
争
が
ギ
ュ
ゲ
ス
の

時
代
に
ま
で
遡
り
、
い
わ
ば
言
い
伝
え
の
形
で
原
初
的
な
伝
説
時
代
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
判
然
と
し
な
い
古
い
時
代

に
遡
る
出
来
事
に
関
し
て
も
、
自
国
の
歴
史
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
重
要
な
事
跡
で
あ
れ
ば
、
見
聞
を
そ
の
ま
ま
に
書
き
綴
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
私
は
し
か
し
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
経
過
が
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と

違
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
」
（
H
㎝
ω
℃
　
　
匂
）
と
述
べ
て
い
る
。
伝
説
時
代
に
遡
り
物
語
的
に
し
か
語
る

こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
確
実
な
物
語
を
鵜
呑
み
に
し
て
述
べ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
自
国
の
成
立
に
お
い
て
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
だ
か
ら
こ
そ
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
だ
と
い

う
事
実
を
、
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
記
録
す
る
た
め
に
持
ち
込
ん
だ
叙
述
で
あ
る
。
判
然
と
し
な
い
も
の
に
関
し
て
、
判

然
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
記
録
し
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
対
し
て
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
物
語
的
要
素
を
一
切
持
ち
込
ま
な

い
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
に
お
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
物
語
や
物
語
的
に
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
事
柄
は
、
歴
史
か

ら
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
物
語
的
要
素
を
自
ら
の
記
録
よ
り
排
除
し
よ
う
と
し
た
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
叙
述
に
劣
ら
ず
、
ヘ
ロ
ド
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ト
ス
の
叙
述
か
ら
は
多
く
の
起
こ
っ
た
出
来
事
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
と
っ
て
、
歴
史
の
事
実
性
を

支
え
る
も
の
は
、
出
来
事
の
叙
述
の
網
羅
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
網
羅
性
こ
そ
が
、
事
実
性
と
い
う
支
え
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

「
時
間
の
統
一
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
お
い
て
は
、
「
個
別
的
」
な
出
来
事
の
網
羅
性
、
歴
史
の
「
事
実
性
」
、
「
時

間
の
統
一
」
と
い
う
三
項
は
、
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
緊
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ヘ

ロ
ド
ト
ス
の
態
度
に
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
歴
史
家
の
典
型
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
態
度
に

は
、
出
来
事
の
取
捨
選
択
が
垣
間
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
に
は
、
自
ら
の
歴
史
に
対
し
て
事
実
性
を

獲
得
す
る
た
め
に
、
不
確
実
な
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
、
歴
史
家
と
し
て
の
誠
意
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
非

難
す
る
の
は
不
適
当
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
念
頭
に
お
い
て
い
た
「
歴
史
」
に
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
叙
述
の

方
が
は
る
か
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
「
歴
史
」
の
典
型
と
し
て
挙
げ
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
は
、
「
個
別
性
」

「
時
間
の
統
一
」
「
事
実
性
」
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
要
求
に
沿
う
形
で
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
」
の
特
徴
は
、
各
々
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
密
接
な
も
の
で
あ
り
、
各
々
の
特
徴
を
別

個
に
見
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
複
合
的
な
も
の
と
し
て
］
ま
と
め
に
捉
え
る
と
き
、
は
じ
め
て
「
歴
史
」
概
念
を
説

明
す
る
に
足
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
歴
史
」
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
『
詩
学
』
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
歴

史
」
に
対
し
て
歴
史
家
の
主
体
的
な
介
入
を
認
め
な
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
消
極
的
な
歴

史
観
の
も
と
、
「
歴
史
」
の
特
徴
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
詩
人
の
仕
事
に
対
す
る
詩
人
の
主
体
的
な
関
わ
り
方
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
以
下
に
、
詩
人
の
仕
事
を
、
旦
ハ
体
例
と
し
て
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
を
手
が
か
り
に
見
て
い
く
。
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3
．

「
詩
作
」
ー
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
の
場
合
1

　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
ペ
ル
シ
ア
戦
争
に
主
眼
点
を
置
い
た
「
歴
史
」
を
記
し
た
人
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
同
じ
題
材
に
依
拠

し
た
「
詩
作
」
を
な
し
た
人
物
と
し
て
直
ち
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
で
あ
る
。
以
下
に
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
の

比
較
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
仕
事
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
を
通
じ
て

見
て
い
く
。

　
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
に
お
い
て
、
ペ
ル
シ
ア
戦
争
の
記
録
を
悲
劇
と
い
う
形
で
提
示
し
た
。
こ
の
作
品
が

上
演
さ
れ
た
の
は
サ
ラ
ミ
ス
の
海
戦
後
八
年
経
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
に
自
ら
も
参
加
し
た
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
生
々
し
い
記

録
は
、
作
品
の
至
る
と
こ
ろ
に
迫
真
の
描
写
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
が
、
大
国
ペ
ル
シ
ア
の
敗
北
は
ギ
リ
シ
ア
に
と
っ
て
ま
さ
に
予

想
だ
に
し
な
い
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
原
因
を
悲
劇
の
観
点
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
詩
人
と
し
て
の
試
み

は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
演
当
時
ギ
リ
シ
ア
は
ま
だ
ペ
ル
シ
ア
と
交
戦
中
で
あ
り
、
そ
ん
な
渦
中

の
上
演
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
ギ
リ
シ
ア
人
に
与
え
た
感
慨
は
一
入
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
確
か
に
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
古
典
的
な
悲
劇
作
品
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
お
い
て
は
、
ソ

フ
ォ
ク
レ
ス
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
よ
り
も
理
想
的
な
悲
劇
だ
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
構
成
が
「
古
典

的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
単
調
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
（
8
）
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
の
作
品
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
詩
作
の
三
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
「
普
遍

性
」
「
行
為
の
統
一
」
「
制
作
性
」
と
い
う
特
徴
を
す
べ
て
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
こ
の
作
品
は
個
別
的
な
歴
史
的
事
件
を
題
材
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
人
間
一
般
に
妥
当
す
る
よ
う
な
事

柄
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
普
遍
性
」
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
に
、
こ
の
作
品
は
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
悲
劇
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
要
素
が
見
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
（
9
）
、
実
際
に
は
「
行
為
の
統
一
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
明
ら
か
に
詩
作
と
し
て
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
舞
台
を
ペ
ル
シ
ア
の
都
ス
ー
サ
に
設
定
し
、
ペ
ル
シ
ア
の
側
に
視
点
を
置
い
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
が

自
国
の
出
来
事
を
描
く
こ
と
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
「
制
作
性
」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
と
っ
て
、

強
国
ペ
ル
シ
ア
の
敗
退
は
、
非
常
に
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
舞
台
設
定
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
自
国
の
「
歴

史
」
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
戦
争
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
語
ろ
う
と
す
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
「
詩
作
」
の
有
す
る
制
作
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
先
ず
、
こ
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
「
普
遍
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
作
品
は
歴
史
的
な
出
来
事
に
題
材
を
得
て
い

る
。
だ
が
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
個
別
的
な
叙
述
を
目
的
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実

際
、
『
詩
学
』
第
9
章
で
は
、
詩
作
の
題
材
と
し
て
何
が
何
で
も
伝
承
上
の
物
語
を
扱
お
う
と
す
る
必
要
は
な
い
し
、
題
材
自
体
を
制

作
し
て
も
構
わ
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
（
P
＝
目
σ
H
㊤
－
b
。
①
）
、
さ
ら
に
、
「
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
（
曵
亀
9
傷
ミ
）
を
詩
作
す
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
彼
が
詩
人
で
あ
る
こ
と
に
何
の
か
わ
り
も
な
い
。
事
実
、
す
で
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
い
く
つ
か
に
は
、
起
こ
り
そ

う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
が
何
一
つ
な
い
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
詩
人
と
な

る
の
で
あ
る
」
（
P
H
合
目
σ
b
。
㌣
認
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
過
去
に
起
こ
っ
た
歴
史
的
な
出
来
事
を
題
材
と
し
て
扱
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
自
体
で
詩
人
の
目
指
す
「
普
遍
性
」
が
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
歴
史
的
叙
述
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
出
来
事
の
網
羅
的
な
叙
述
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
、
歴
史
的
な
「
個
別
」
の
事
件
を
通
し
て
、
む
し
ろ
「
普
遍
」
を
示
そ
う
と
し
た
制
作
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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実
際
、
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
で
は
、
ペ
ル
シ
ア
戦
争
で
の
顛
末
が
使
者
の
口
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
登
場
人
物
の

設
定
か
ら
し
て
も
、
ダ
レ
イ
オ
ス
の
亡
霊
を
登
場
さ
せ
る
と
い
っ
た
創
意
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
実
際
に
何
が
ペ
ル
シ
ア
軍
に
起
こ
っ

た
の
か
、
そ
の
様
は
使
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
が
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
行
い
が
暴
勇
で
あ
り
傲
慢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
レ

イ
オ
ス
の
亡
霊
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
現
実
世
界
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
使
者
が
語
る
の
は
、
あ
く

ま
で
個
別
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
現
実
世
界
に
足
場
を
持
た
な
い
死
せ
る
存
在
で
あ
る
ダ
レ
イ
オ
ス
が
語
る
の
は
、
人

間
一
般
に
妥
当
す
る
普
遍
的
な
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
個
別
性
か
ら
普
遍
性
へ
の
移
行
に
は
、
大
き
な
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
そ
の
断
絶
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
作
品
中
に
お
け
る
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（
尊
い
り
）
」
の
扱
い
に
注
目
し
た
い
。
と
い

う
の
も
、
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
で
は
、
こ
の
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
」
が
、
詩
作
の
要
素
で
あ
る
「
普
遍
性
」
と
「
行
為
の
統
一
」
を
繋
い

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
に
は
『
詩
学
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
悲
劇
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
要
求
さ
れ

る
要
素
が
見
出
せ
な
い
。
例
え
ば
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
要
求
さ
れ
る
認
知
と
い
っ
た
要
素
は
な
く
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
認
識
は
使
者
の

口
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
る
。
逆
転
に
関
し
て
も
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
意
図
と
は
予
想
外
の
行
為
の
変
化
は
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
自
身
で

は
な
く
使
者
の
報
告
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
舞
台
上
の
人
物
が
主
な
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ミ
ュ
ー
ト
ス

に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
典
型
的
な
形
で
は
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
に
見

ら
れ
る
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
」
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
作
品
も
ま
た
、
詩
作
と
し
て
の
緊
密
な
統
一
、
す
な
わ
ち
「
行
為
の
統
】
」

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
悲
劇
作
品
に
お
い
て
問
題
と
な
る
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
は
、
神
々
に
対
す
る
冒
濱
、
侮
辱
、
軽
視
、
不
敬
に
見
ら
れ
る
人
間
の
思
い
上
が

り
、
過
信
、
自
知
や
思
慮
の
欠
如
の
ゆ
え
に
、
神
々
の
怒
り
や
懲
罰
を
ま
ね
き
、
最
終
的
に
は
破
局
や
没
落
が
必
定
と
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
（
1
0
）
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
、
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
」
と
い
う
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
作
品
内
に
示
し
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て
い
る
の
が
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
で
あ
る
。
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
こ
の
作
品
を
「
本
来
的
に
か
つ
ま
た
十
分
な
仕

方
で
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
基
礎
に
お
く
作
品
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
n
）
。

　
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
で
は
、
ダ
レ
イ
オ
ス
の
亡
霊
が
ア
ト
ッ
サ
に
向
か
い
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
振
る
舞
い
を
た
し
な
め
て
以
下
の

よ
う
に
語
る
。
「
や
が
て
、
最
大
の
苦
し
み
が
軍
を
襲
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（
導
い
り
）
と
神
を
忘
れ
た
尊
大

（
§
冒
謹
袋
）
の
報
い
（
ミ
。
ミ
黛
）
な
の
だ
。
彼
ら
は
ギ
リ
シ
ア
を
襲
い
、
恐
れ
も
な
く
神
々
の
像
を
奪
い
取
り
、
御
社
は
燃
や
さ
れ

た
。
祭
壇
は
崩
れ
落
ち
、
も
ろ
も
ろ
の
御
神
体
も
御
社
も
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
、
建
物
は
滅
茶
苦
茶
に
土
台
か
ら
崩
さ
れ
て
い
る
。
彼

ら
は
そ
の
悪
業
の
報
い
に
相
応
し
い
苦
し
み
を
身
に
受
け
る
の
だ
。
だ
が
そ
れ
は
先
の
こ
と
、
今
は
ま
だ
災
悪
の
底
に
は
い
た
ら
ず
、

や
が
て
災
禍
は
満
ち
満
ち
て
、
殺
獄
で
血
塗
ら
れ
た
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
プ
ラ
タ
イ
ア
の
野
を
攻
め
る
ド
ー
リ
ス
の
槍
先
に
捧
げ
ら
れ

る
こ
と
か
。
屍
の
山
は
三
代
の
末
に
ま
で
声
な
き
戒
め
を
知
ら
し
め
る
。
死
す
べ
き
身
で
あ
り
な
が
ら
、
分
を
超
え
て
思
い
を
め
ぐ

ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（
蕎
↑
り
）
は
花
を
つ
け
、
迷
妄
（
洋
“
）
の
穂
を
稔
ら
せ
、
収
穫
の
時
期
に
は
と
め
ど
な
き

涙
を
刈
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
わ
り
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
、
ア
テ
ナ
イ
と
ギ
リ
シ
ア
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
過
度
に

思
い
上
が
っ
て
は
な
ら
ず
、
他
人
の
持
ち
物
を
欲
す
る
余
り
に
、
目
の
前
の
幸
せ
を
失
う
こ
と
な
か
れ
。
ゼ
ウ
ス
の
神
は
、
あ
ま
り

に
も
出
す
ぎ
た
驕
り
の
心
（
隷
ぎ
被
曇
司
ミ
息
b
ひ
胃
ミ
黛
）
を
罰
す
る
厳
し
い
裁
き
手
（
さ
淘
黛
q
斗
り
）
で
あ
る
。
重
々
し
く
戒
め
よ
。

正
し
き
言
葉
に
よ
り
、
こ
れ
ら
を
わ
が
子
に
忠
告
し
、
過
ぎ
た
る
暴
勇
（
§
斜
q
。
り
）
と
漬
神
（
評
。
も
淘
ミ
ご
ψ
く
）
を
鎮
め
る
の
だ
」

（Q。

n
下
Q
。
留
）
。

　
こ
の
文
脈
で
は
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
尊
大
、
濱
神
、
迷
妄
、
暴
勇
、
驕
り
の
心
、
裁
き
手
、
報
い
な
ど
の
一

連
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
敗
北
が
予
測
さ
れ
、
そ
の
行
動
を
ダ
レ
イ
オ
ス
の
亡
霊
が
厳
し
く

戒
め
て
い
る
。
だ
が
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
描
い
た
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
は
、
決
し
て
、
こ
の
戦
い
の
み
に
妥
当
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な

け
れ
ば
、
こ
の
戦
い
に
ま
つ
わ
る
人
間
関
係
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
個
別
的
な
次
元
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
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な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ペ
ル
シ
ア
軍
に
よ
る
侵
略
の
企
図
の
中
に
、
そ
も
そ
も
人
と
し
て
の
分
を
超
え
た
貧
欲
さ

や
、
神
と
も
み
ま
こ
う
ほ
ど
の
独
占
的
な
欲
望
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
単
な
る
侵
略
を
超
え
て
神
々
へ
の
冒
漬
や
不
敬
に

繋
が
る
挙
動
に
及
ぶ
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
も
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、
ペ
ル
シ
ア

軍
が
単
に
戦
略
や
戦
術
に
よ
っ
て
敗
北
を
帰
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
神
々
を
冒
漬
す
る
ま
で
の
尊
大
さ
に
よ
っ
て
敗
退
し
た
の
だ
と

い
う
原
因
を
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
の
中
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
1
2
）
。

　
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
こ
の
よ
う
な
描
き
方
で
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
彼
が
人
間
一

般
に
妥
当
す
る
普
遍
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
悲
劇
作
品
に
お
け
る
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
は
、
一
般
に
、

人
間
に
よ
る
行
為
の
選
択
が
ま
ね
い
た
災
悪
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ペ
ル
シ
ア
戦
争
か
ら
汲
み
取
ろ
う
と
試
み
た
ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
は
、
詩
作
全
体
が
も
ろ
も
ろ
の
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
く
様
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
で
は
、
も
ろ
も
ろ
の
出
来
事
と
い
う
個
別
的
な
事
象
を
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
よ
っ
て
統
一
し
、

ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
「
行
為
の
統
一
」
を
も
っ
て
、
人
間
一
般
と
い
う
「
普
遍
的
」
な
事
象
へ
と
結
び
付
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
最
後
に
、
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』
の
中
に
「
制
作
性
」
が
如
何
に
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
舞

台
が
ペ
ル
シ
ア
の
都
ス
ー
サ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ル
シ
ア
の
側
に
視
点
を
置
い
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
詩
人
の
仕
事

が
有
す
る
「
制
作
性
」
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
国
の
「
歴
史
」
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
戦
争
を
単
に
「
事

実
的
」
に
語
ろ
う
と
す
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
は
、
全
く
異
な
っ
た
描
き
方
で
あ
る
。
当
時
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
ペ
ル
シ
ア
帝
国
は

広
大
な
領
土
を
誇
る
大
国
で
あ
り
、
通
貨
を
鋳
造
し
交
易
を
積
極
的
に
推
進
さ
せ
、
経
済
面
に
お
い
て
も
文
化
面
に
お
い
て
も
先
進

的
で
、
決
し
て
敵
う
こ
と
の
な
い
強
力
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
、
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
が
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
抱
い
た
ヒ
ュ
ブ

リ
ス
に
起
因
し
て
戦
い
に
敗
れ
て
い
く
様
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
第
1
3
章
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
恐
れ
と
隣
れ
み
と
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を
与
え
る
だ
ろ
う
。
第
1
3
章
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
憐
れ
み
は
、
不
幸
に
値
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
不

幸
に
お
ち
い
る
人
に
対
し
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、
恐
れ
は
私
た
ち
に
似
た
人
が
不
幸
に
な
る
と
き
に
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
H
ρ

辰
㎝
ω
巴
当
）
。
本
来
な
ら
ば
不
幸
に
値
し
な
い
者
が
、
自
ら
の
過
ち
に
よ
っ
て
不
幸
に
な
る
と
き
憐
れ
み
が
生
じ
る
。
ま
た
、
神
話
的

英
雄
的
人
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我
々
に
似
た
現
実
的
な
人
物
が
不
幸
に
な
る
と
き
恐
れ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
恐
れ
と
憐
れ
み
か
ら
、
悲
劇
固
有
の
よ
ろ
こ
び
が
生
じ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
と
い
う
本
来
な
ら
ば
戦

い
に
勝
利
し
て
し
か
る
べ
き
人
物
が
、
そ
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
よ
っ
て
ペ
ル
シ
ア
軍
を
大
敗
北
に
導
く
。
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
翻
弄
さ
れ
る

ク
セ
ル
ク
セ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
本
来
貴
い
人
物
で
あ
り
、
か
つ
、
我
々
に
似
て
現
実
的
な
人
物
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
畏
敬
の
念
と
共
感
が
生
ま
れ
、
恐
れ
や
憐
れ
み
が
人
一
倍
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
悲
劇
に
固
有
の
よ
ろ
こ

び
が
生
じ
る
。
こ
の
と
き
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
抱
い
た
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
は
決
し
て
こ
の
戦
い
に
お
い
て
の
み
抱
か
れ
る
よ
う
な
個
別
的

な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々
自
身
に
も
起
こ
り
う
る
よ
う
な
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
共
感
を
呼
ぶ
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
描
く
た
め
の
場
面
設
定
を
な
し
た
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
は
、
詩
作
に
固
有
の
よ
ろ
こ
び
を

目
指
す
詩
人
の
制
作
意
図
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詩
作
に
お
け
る
三
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
普
遍
性
」

「
行
為
の
統
一
」
「
制
作
性
」
は
、
相
互
に
切
り
離
せ
な
い
関
連
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
媒
介
に
し

つ
つ
相
互
に
関
連
す
る
。
普
遍
性
は
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
経
由
す
る
こ
と
で
個
別
性
を
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
し
、
行
為
の

統
一
は
多
様
な
出
来
事
が
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
の
下
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
を
実
現
す

る
も
の
が
制
作
性
な
の
で
あ
る
。
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結

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
歴
史
」
を
語
る
場
面
は
、
「
詩
作
」
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
彼
自
身
に

と
っ
て
は
、
歴
史
は
詩
作
よ
り
も
劣
位
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
し
て
考
察
す
る
価
値
の
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
歴
史
の
特
徴
で
あ
る
「
事
実
性
」
「
個
別
性
」
「
時
間
の
統
一
」
と
い
う
要
素
は
、
詩
作
の
特
徴
で
あ
る

「
制
作
性
」
「
普
遍
性
」
「
行
為
の
統
一
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
『
詩
学
』

に
お
い
て
は
「
歴
史
」
の
三
つ
の
要
素
が
「
詩
作
」
と
の
対
比
に
お
い
て
対
立
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
歴
史
」
と
い
う

叙
述
を
単
独
で
見
た
と
き
に
、
三
つ
の
要
素
が
如
何
に
相
互
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

し
、
お
そ
ら
く
そ
の
必
要
す
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
実
際
に
は
相
互
に
独
立
し
た
個
別
的
な
項
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
歴
史
の
典
型
と
捉
え
て
い
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
お
い
て
、
「
時
間
の
統
一
」
は
「
個
別
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
も

ろ
も
ろ
の
出
来
事
を
、
「
事
実
性
」
を
媒
介
に
し
て
網
羅
的
に
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る

と
き
、
詩
作
に
対
し
て
劣
位
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
歴
史
と
い
え
ど
も
、
そ
の
要
素
は
相
互
的
に
関
連
し
た
、
一
個
の
体
系
を
な
し
て

い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
詩
作
に
お
い
て
も
、
事
態
は
同
様
で
あ
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
同
様
の
題
材
を
用
い
た
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ペ
ル
シ
ア
の
人
々
』

で
は
、
「
制
作
性
」
「
普
遍
性
」
「
行
為
の
統
一
」
と
い
う
詩
作
の
要
素
は
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
成
り
立

ち
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
は
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
い
う
概
念
を
通
し
て
緊
密
な
関
連
性
を
保
持
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
確
か
に
、
『
詩
学
』
で
は
「
歴
史
」
を
そ
れ
自
体
で
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
『
詩
学
』
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に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
「
歴
史
」
の
特
徴
と
し
て
の
事
実
性
は
、
実
際
に
は
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
網
羅
性
に
依
拠

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
性
に
支
え
ら
れ
る
「
歴
史
」
を
峻
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
「
詩
作
」
同
様
、
「
歴
史
」
も
ま
た
一
個
の
体
系
を
な
す
も
の
と
し
て
『
詩
学
』
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
今
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
「
歴
史
」
と
「
詩
作
」
と
を
別
個
の
体
系
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
意
義
が
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
詩
学
』
第
2
5
章
に
は
、
「
詩
作
の
技
術
に
お
け
る
正
し
さ
は
、
国
家
の
た
め
の
技
術
の
正
し
さ
と
同
じ
で
は
な
く
、
さ
ら
に
他
の

如
何
な
る
技
術
に
お
け
る
正
し
さ
と
も
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
」
（
H
ま
O
σ
H
ら
。
山
α
）
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
作
に
要
求
さ

れ
る
正
し
さ
が
他
の
も
の
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
詩
作
の
自
立
性
を
尊
重
す
る
主
張
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
評
価
さ
れ
て
き
た
文
言
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
歴
史
」
と
「
詩
作
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
基
準
に
よ
っ

て
判
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
詩
学
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
歴
史
」
を
一
つ
の
体
系
を
な
し
て
い
る
も
の
と

し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
詩
作
」
の
自
立
性
は
よ
り
い
っ
そ
う
際
立
つ
の
で
あ
る
。

〔
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〔
註
〕

（
1
）
　
『
詩
学
』
と
い
う
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
詩
作
の
種
類
に
つ
い
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
旨
を

　
　
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
存
の
『
詩
学
』
で
は
詩
作
全
般
を
扱
う
こ
と
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
対
象
は
悲
劇
と
叙
事
詩
と
に

　
　
終
始
す
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
悲
劇
こ
そ
再
現
に
よ
る
詩
作
の
可
能
性
を
実
現
し
た
も
の
だ
と
考
え
、
悲
劇
に
つ
い
て
論

　
　
じ
る
こ
と
が
、
詩
作
そ
の
も
の
を
論
じ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
　
H
念
ご
お
奉
斗
＄
ψ
q
ミ
　
『
自
然
学
』
第
1
巻
第
7
章
H
°
。
⑩
げ
ω
緊
認
で
も
、
「
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
に
共
通
の
問
題
を
語
っ
て
、
次

　
　
に
個
々
の
特
殊
な
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
自
然
な
順
序
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
『
詩
学
』
に
お
い
て
は
、
叙
事
詩
は
あ
く
ま
で
も
悲
劇
と
同
様
に
「
詩
作
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
い
く
ら
叙
事
詩
が
歴
史
的
な
題
材
を
扱
お
う
と
、
そ
れ
が
「
歴
史
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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（
4
）
　
9
じ
d
《
≦
讐
Φ
び
H
露
ρ
P
ω
O
①
゜

（
5
）
　
Ω
゜
ピ
ロ
8
ω
し
O
。
。
①
も
．
H
H
。
。
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
こ
と
を
「
人
の
心
を
魅
了
す
る
た
め
に
、
奇
怪
な
事
柄
を
語
り
、
歴
史
の
名
の
下
に
説

　
　
話
を
作
っ
た
」
（
H
①
O
刈
魍
　
　
》
）
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
後
に
キ
ケ
ロ
も
「
歴
史
の
父
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
も
、
無
数
の
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
」

　
　
と
評
し
て
い
る
。
O
h
Ω
o
Φ
目
ρ
譜
卜
轟
き
δ
”
H
ど
㎝
・

（
7
）
　
Q
°
¢
d
臼
筈
Φ
ぎ
し
0
8
．

（
＆
）
　
『
詩
学
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
っ
と
も
優
れ
た
形
の
悲
劇
は
、
紀
元
前
四
、
五
世
紀
の
悲
劇
の
考
察
に
も
と
づ
き
、
理
論
的

　
　
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
悲
劇
の
中
に
完
全
な
形
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
提
示
す
る
優
れ
た
悲
劇
の
特
徴

　
　
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
詩
学
』
で
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
が
、
よ
り
理
想
的
な
も
の
に
近

　
　
い
形
で
登
場
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
と
比
べ
て
も
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
き
わ
め
て
単
純
な
要
素
か
ら
な
る
単
純
な
構
成

　
　
を
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
役
者
の
人
数
に
関
し
て
も
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
一
人
か
ら
二
人
に
増
や
し
た
の
で
あ
り
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス

　
　
以
降
は
三
人
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
も
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提

　
　
示
す
る
悲
劇
の
優
れ
た
形
に
は
あ
て
は
ま
り
難
い
の
で
あ
る
。

（
9
）
　
『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集
』
第
2
巻
月
報
掲
載
、
メ
イ
・
J
・
ス
メ
サ
ス
ト
「
『
ペ
ル
サ
イ
』
1
筋
の
な
い
悲
劇
の
魅
力
」
を
参
照
。
そ

　
　
の
中
で
、
ス
メ
サ
ス
ト
は
こ
の
作
品
を
、
『
詩
学
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
筋
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
」
を
満
た
す
要
素
を
持
た
な
い
悲

　
　
劇
だ
と
し
て
、
「
筋
を
も
た
な
い
悲
劇
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
1
0
）
　
以
下
、
悲
劇
に
お
け
る
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
」
に
関
し
て
は
、
當
津
N
8
ρ
に
詳
し
い
。

（
1
1
）
　
O
h
閏
冨
ゴ
Φ
び
H
㊤
刈
P
℃
．
ω
刈
゜

（
1
2
）
　
対
し
て
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
が
信
託
や
予
言
の
形
で
語
ら
れ
る
。
サ
ラ
ミ
ス
の
海
戦
直
前
の
場
面
に
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お
い
て
、
バ
キ
ス
の
信
託
は
「
尊
き
デ
ィ
ケ
ー
の
神
は
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
の
子
に
し
て
粗
暴
な
る
飽
満
が
、
も
の
み
な
飲
み
つ
く
さ
ん
も
の

と
猛
り
狂
う
を
鎮
め
た
ま
わ
ん
」
（
。
。
】
ミ
）
と
告
げ
、
ゼ
ウ
ス
と
勝
利
の
女
神
が
ギ
リ
シ
ア
に
自
由
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言

す
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
ペ
ル
シ
ア
軍
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
神
の
懲
ら
し
め
が
加
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
μ
ブ
リ
ス
は
、
あ
く
ま
で
も
、
信
託
や
予
言
と
い
う
形
で
実
際
に
起
こ
っ
た
個
別
的
な
出
来
事
と
し
て
の
み
示
さ

れ
る
の
で
あ
る
。


