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一

　
『
史
学
雑
誌
』
恒
例
の
企
画
「
回
顧
と
展
望
」
を
、
大
阪
大
学
大
学

院
教
授
村
田
路
人
氏
と
共
同
で
取
り
ま
と
め
る
機
会
を
持
っ
た
。
双
方

の
院
生
十
二
名
の
協
力
を
得
て
、
二
〇
一
一
年
の
歴
史
学
界
／
近
世
の

部
を
同
誌
五
月
号
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
総
説
の
項
に
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
書
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、「
地
域
連
携
」
を
謳
わ
な
い
大
学
は
日
本
に

は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
各
地
で
大
学
と
地
域
、
自
治
体
・

商
店
街
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
と
の
連
携
事
業
が
進
み
、
多
数
の
研
究

者
、
学
生
・
院
生
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、

一
九
八
〇
年
代
に
優
勢
で
あ
っ
た
自
治
体
史
編
纂
を
経
験
し
た
身

か
ら
い
う
と
、
発
想
も
仕
組
み
も
目
的
も
大
き
く
異
な
る
。
一
言

で
言
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
は
「
行
政
と
大
学
研
究
者
の
指
導

す
る
市
町
村
史
」
と
い
う
構
図
か
ら
、「
地
元
住
民
主
導
の
地
域

再
生
に
行
政
と
研
究
者
が
参
画
す
る
」
と
い
う
構
図
へ
の
転
換
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
は
、
や
が
て
新
し
い
資
質

を
備
え
た
若
手
研
究
者
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。

　

こ
の
時
、
わ
た
し
が
い
ま
代
表
を
勤
め
る
関
西
大
学
大
阪
都
市
遺

産
研
究
セ
ン
タ
ー
も
も
ち
ろ
ん
念
頭
に
あ
っ
た
が
、
も
っ
と
も
強
く

意
識
し
て
い
た
の
は
、
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
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セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
主
導
し
て

い
る
奥
村
弘
氏
に
よ
る
『
大
震
災
と
歴
史
資
料
保
存
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
）
が
本
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
、
阪
神
淡
路
大
震
災
を
契
機

と
す
る
設
立
と
活
動
の
経
緯
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
奥
村
氏

ら
の
活
動
は
、（
Ａ
）
大
規
模
震
災
に
お
け
る
歴
史
資
料
の
保
全
と
い

う
方
向
に
ま
ず
向
か
っ
た
（
そ
の
後
、
災
害
資
料
の
保
存
活
用
と
記
憶
の

伝
承
に
展
開
す
る
）
が
、
さ
ら
に
（
Ｂ
）「
豊
か
な
地
域
歴
史
文
化
を
生

み
出
す
」
方
向
に
も
進
展
し
た
。
そ
の
結
果
、
兵
庫
県
丹
波
市
や
小
野

市
な
ど
、
県
内
自
治
体
と
の
共
同
に
よ
る
地
域
歴
史
文
化
の
創
造
に
関

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
寸
評
す
る
二
書
は
、
そ
の
よ
う
な
兵
庫

県
内
の
地
域
連
携
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
留
意
し
て
い
い
の
は
、
兵
庫
県
は
摂
津
・
淡
路
・
播
磨
・
丹
波
・

但
馬
と
旧
国
制
の
五
ヶ
国
に
及
ぶ
広
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
中
に
人

文
系
で
大
学
院
を
持
つ
大
学
は
神
戸
大
学
な
ど
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い

と
い
う
、地
域
の
広
が
り
と
大
学
の
少
な
さ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

関
西
大
学
も
大
阪
大
学
も
大
阪
市
立
大
学
も
、
大
阪
商
業
大
学
も
関
わ

れ
る
都
市
大
阪
の
研
究
密
度
と
は
比
べ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
の
活
動

は
、
多
方
面
に
展
開
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
大
学
院
生
や
修
了
生

と
い
っ
た
若
手
研
究
者
の
従
事
す
る
度
合
い
が
高
ま
る
。
そ
の
結
果
、

「
や
が
て
新
し
い
資
質
を
備
え
た
若
手
研
究
者
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
期
待
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
の
期
待
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
一
〇
年
以
上
後
の

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、彼
ら
若
手
が
関
わ
っ
た
本
二
書
を
紐
解
く
こ
と
で
、

そ
の
可
能
性
の
ほ
ど
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
批
評
に
当

た
っ
て
わ
た
し
が
予
想
す
る
の
は
、
そ
の
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二

　
『
丹
波
の
歴
史
文
化
を
探
る
』（
以
下
、『
探
る
』
と
略
記
す
る
）
と
『
古

文
書
か
ら
分
か
っ
た
江
戸
時
代
の
村
の
す
が
た
』（
略
称『
す
が
た
』）は
、

と
も
に
平
成
二
三
年
三
月
の
刊
行
で
あ
る
が
、
事
業
の
開
始
に
は
時
差

が
あ
る
。

　

先
行
し
た
の
は
『
す
が
た
』
の
方
で
、
平
成
一
六
年
に
立
ち
上
げ
ら

れ
た
住
民
組
織
「
棚
原
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業
推
進
委
員
会
」
に
、
平
成

一
八
年
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
が
協
力
す
る
こ
と
で
、二
三
年
の
『
す
が
た
』

発
刊
と
な
る
。
一
方
、『
探
る
』
は
、
平
成
一
九
年
八
月
に
、
兵
庫
県

丹
波
市
と
セ
ン
タ
ー
と
の
間
で
結
ば
れ
た
「
地
域
活
性
化
の
連
携
協
力

に
関
す
る
協
定
」
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
た
調
査
活
動
と
古
文
書
講
座
・

相
談
会
な
ど
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
事
業
に
連
続
性
が
あ
る
の

だ
が
、『
す
が
た
』
の
母
胎
と
な
っ
た
「
棚
原
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業
推
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進
委
員
会
」
が
、
丹
波
市
春
日
町
の
一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
事
業
で
あ
る

の
に
対
し
、『
探
る
』
は
、
丹
波
市
の
山
南
町
・
市
島
町
・
柏
原
町
・

青
垣
町
・
春
日
町
・
氷
上
町
の
六
自
治
体
が
地
盤
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
基
礎
と
な
っ
た
自
治
体
が
広
が
り
な
が
ら
、「
市
内
の
歴
史
的

文
化
遺
産
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
し
、
地
域
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い

き
た
い
」
と
い
う
精
神
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
主
人
公
は
、
あ
く
ま
で
市
民
。「
よ
り
多
く
の
市
民
の

み
な
さ
ん
に
古
文
書
や
歴
史
的
文
化
遺
産
の
情
報
提
供
や
調
査
活
動
へ

の
ご
協
力
」（『
探
る
』
ご
あ
い
さ
つ
）
と
あ
る
よ
う
に
市
民
に
呼
び
か

け
ら
れ
、「
庚
申
堂
に
残
さ
れ
て
い
た
古
文
書
を
使
っ
て
、
皆
さ
ん
が

歴
史
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
」（『
す
が
た
』
七
一
頁
）
と
地
域
住
民
の
主

体
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
新
し
い
地
域
史
に
顕
著
な
の
は
、

「
地
元
住
民
主
導
の
地
域
再
生
に
行
政
と
研
究
者
が
参
画
す
る
」
と
い

う
構
図
で
あ
る
。

　

そ
の
主
体
性
は
ど
う
し
て
養
成
さ
れ
、
担
保
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
に

対
す
る
回
答
は
、『
す
が
た
』
ま
え
が
き
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
地
域
に

残
さ
れ
た
数
多
く
の
古
文
書
の
調
査
」「
古
文
書
を
読
む
会
の
開
催
」「
古

文
書
の
展
示
及
び
解
説
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
地
域

住
民
が
、
地
域
の
歴
史
資
料
を
発
掘
し
、
解
読
し
、
理
解
す
る
こ
と
、

そ
こ
に
セ
ン
タ
ー
が
進
め
る
地
域
連
携
の
真
髄
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
の
成
果
の
全
貌
は
、
本
書
の
よ
う
な
刊
行
物
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に

至
る
過
程
で
行
な
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
も
刻
ま
れ
て
い
る
。『
探

る
』
の
末
尾
に
彙
報
と
し
て
活
動
記
録
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
を
知
る
上
で
有
益
で
あ
る
。

　

右
記
の
方
法
論
の
中
で
も
セ
ン
タ
ー
が
基
軸
に
置
い
た
の
は
、
地
域

住
民
と
共
同
の
古
文
書
調
査
と
並
ん
で
設
け
ら
れ
た
古
文
書
講
座
で

あ
っ
た
。
前
者
の
象
徴
が
、
棚
原
地
区
の
庚
申
堂
保
管
文
書
一
〇
〇
〇

点
の
調
査
と
目
録
取
り
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
は
、『
す
が
た
』
に
も

『
探
る
』
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。『
す
が
た
』
で
は
、
第
一
部
村
誌
編

と
第
二
部
資
料
編
、『
探
る
』
で
は
本
体
を
な
す
「
史
料
か
ら
探
る
丹

波
市
域
の
歴
史
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
古
文
書
の
写
真
を
掲
げ
、
つ
い

で
釈
文
・
読
み
下
し
文
、
さ
ら
に
現
代
語
訳
と
解
説
を
付
け
る
と
い
う

方
式
が
取
ら
れ
、
事
業
の
進
行
過
程
で
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
古
文

書
を
読
む
会
の
開
催
」「
古
文
書
の
展
示
及
び
解
説
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
」

を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

し
か
し
翻
っ
て
み
た
時
、
な
ぜ
、
そ
れ
ら
の
史
料
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
の
か
、
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
解
説
が
な
く
、
読
者
の
憶
測
に
任
さ

れ
て
い
る
。
山
南
町
を
代
表
す
る
の
が
、
ど
う
し
て
「
北
太
田
村
の
か

ら
か
さ
連
判
状
」
で
、
柏
原
町
を
代
表
す
る
の
が
「
維
新
の
混
乱
と
在

地
代
官
上
山
治
郎
右
衛
門
」
か
？
春
日
町
を
代
表
す
る
の
が
な
ぜ
、「
神
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楽
川
板
橋
碑
」と「
棚
原
天
満
宮
の
神
宮
寺
」な
の
か
？
想
像
す
る
に「
棚

原
天
満
宮
の
神
宮
寺
」
に
は
、
調
査
さ
れ
た
庚
申
堂
保
管
文
書
と
の
か

か
わ
り
が
あ
り
、「
神
楽
川
板
橋
碑
」
は
、「
元
治
二
年
、
氷
上
町
域
を

襲
っ
た
地
震
に
つ
い
て
」
と
同
様
、
セ
ン
タ
ー
が
関
心
を
持
つ
「
災
害

文
化
」
に
関
す
る
史
料
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

同
様
に『
す
が
た
』に
収
め
ら
れ
た
上
田
捨
蔵
の
編
纂
に
か
か
る「
古

文
書
巻
一
・
二
」
の
二
九
点
か
ら
、「
花
嫁
に
石
」「
村
と
威
鉄
砲
」
な

ど
五
点
を
選
ん
だ
理
由
は
何
か
、
に
つ
い
て
も
一
切
、
言
及
が
な
い
。

そ
れ
が
「
地
域
の
歴
史
文
化
」
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
て
も
、
歴
史

文
化
の
ど
の
分
野
を
構
成
す
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
適
宜
、
取

捨
選
択
し
て
済
ま
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
？
根
本
的
に
疑
問
に
感
じ

る
。

　
「
災
害
文
化
」
が
地
域
の
歴
史
文
化
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、

そ
の
他
は
、
ど
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
い
と
こ
ろ
に
、
底

の
浅
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
市
民
」
や
地
元
の
「
皆

さ
ん
」
が
納
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

あ
わ
せ
て
も
う
一
点
不
可
解
な
の
は
、
両
書
に
一
切
、
地
理
情
報
が

図
面
を
ふ
く
め
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
地
元
民
で
あ
れ
ば
、
地
理
は
分

か
り
き
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
合
併
で
生
ま
れ
た
丹
波
市

で
あ
る
。
か
り
に
棚
原
地
区
が
分
か
る
人
で
も
、
青
垣
町
や
氷
上
町
に

つ
い
て
は
地
理
情
報
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研

究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
が
当
初
、
不
案
内
な
丹
波
市
の
各
町
に
入
る

時
に
必
要
と
し
た
だ
ろ
う
地
理
情
報
が
、
両
書
に
一
切
な
い
の
は
ど
う

し
て
だ
ろ
う
か
？

　

読
者
で
あ
る
わ
た
し
は
本
書
を
読
む
過
程
で
、
何
度
、
地
図
帳
と
に

ら
め
っ
こ
し
た
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

三

　

こ
の
よ
う
に
本
二
書
は
、「
地
域
に
残
さ
れ
た
数
多
く
の
古
文
書
の

調
査
」「
古
文
書
を
読
む
会
の
開
催
」「
古
文
書
の
展
示
及
び
解
説
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
」
の
軌
跡
が
復
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
の
特
徴
を
も

つ
が
、『
す
が
た
』
に
は
例
外
的
に
、
一
篇
、
専
論
が
あ
る
。「
棚
原
天

満
宮
の
歴
史
」
で
あ
る
。

　

創
建
年
代
も
不
明
で
、
寺
号
に
つ
い
て
も
入
り
組
ん
だ
経
緯
を
持
つ

棚
原
天
満
宮
の
歴
史
に
つ
い
て
、
上
田
捨
蔵
編
纂
の
『
天
満
宮
文
書
』、

新
発
見
の
庚
申
堂
保
管
文
書
、
そ
し
て
神
社
本
殿
の
神
像
調
査
の
成
果

を
駆
使
し
た
分
析
と
し
て
大
い
に
読
ま
せ
る
。
地
域
の
古
文
書
を
ア
ト

ラ
ン
ダ
ム
に
並
べ
た
『
探
る
』
と
比
べ
た
時
、こ
の
専
論
の
お
蔭
で
『
す

が
た
』
は
、
読
み
物
と
し
て
の
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
、
地
元
棚
原
の
人
々
に
と
っ
て
、
新
発
見
の
事
実
と
し
て
歓
迎
さ
れ
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た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
〈
素
人
〉
の
地
域
住
民
に
対
す
る
〈
玄

人
〉
の
歴
史
学
が
あ
る
。
地
域
連
携
に
は
、
素
人
と
玄
人
の
共
同
と
い

う
難
し
い
作
業
が
あ
る
が
、
素
人
を
、「
地
域
に
残
さ
れ
た
数
多
く
の

古
文
書
の
調
査
」「
古
文
書
を
読
む
会
の
開
催
」「
古
文
書
の
展
示
及
び

解
説
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
」
を
通
じ
て
、
玄
人
の
領
域
に
踏
み
込
ま
せ
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
ー
ド
ル

が
あ
る
。

　
〈
素
人
〉
と
〈
玄
人
〉
と
の
間
に
は
、
古
文
書
の
解
読
と
い
う
技
術

と
と
も
に
研
究
史
の
咀
嚼
と
い
う
作
業
が
あ
る
。
し
か
し
、『
探
る
』

に
も
『
す
が
た
』
に
も
、
そ
の
作
業
が
十
分
に
な
さ
れ
た
形
跡
が
見
え

な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
筆
者
が
た
ま
た
ま
読
ん
だ
（
し
か
も
近
年
の
）

文
献
が
、中
途
半
端
に
付
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
し
て「
北

太
田
村
の
か
ら
か
さ
連
判
状
」（『
す
が
た
』）
で
は
勝
俣
鎮
夫
の
『
一
揆
』

が
、「
村
と
威
鉄
砲
」
で
は
藤
木
久
志
の
『
刀
狩
り
』
が
引
用
さ
れ
な

い
の
か
。
ま
た「
棚
原
村
と
虚
無
僧
」（『
す
が
た
』）で
は
、わ
た
し
の『
国

訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』
が
引
用
さ
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
で
い
な
が
ら

な
ぜ
、
渡
辺
尚
志
『
百
姓
の
力
』
や
水
林
彪
『
封
建
制
の
再
編
と
日
本

的
社
会
の
確
立
』
が
、
参
考
文
献
と
し
て
明
記
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
で

は
研
究
史
の
恣
意
的
利
用
で
は
な
い
か
。

　
「
い
ず
れ
に
せ
よ
私
は
、
こ
の
上
田
（
捨
蔵
）
の
事
例
か
ら
、
地
域

史
・
地
域
史
料
へ
の
関
心
を
示
す
こ
と
は
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
一
要
件
た

り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
」
と
い
う
一
文

（『
す
が
た
』
二
三
頁
）
に
い
た
っ
て
は
、筆
者
は
、芳
賀
祥
二
『
史
蹟
論
』

を
読
ん
で
い
な
い
の
か
、
と
疑
う
。
正
直
に
い
っ
て
わ
た
し
は
、
筆
者

た
ち
の
勉
強
不
足
を
怖
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
地
域
連
携
を
通
じ
て
、「
や
が
て
新
し
い
資

質
を
備
え
た
若
手
研
究
者
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
大
き
な
期
待
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
九
五
年
の
大
震
災
後
、
地
域
史
が
「
行
政
と
大
学
研
究
者
の
指

導
す
る
市
町
村
史
」
と
い
う
構
図
か
ら
、「
地
元
住
民
主
導
の
地
域
再

生
に
行
政
と
研
究
者
が
参
画
す
る
」
と
い
う
構
図
に
転
換
し
た
と
し
て

も
、「
玄
人
と
し
て
の
歴
史
学
」
の
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
に

変
更
は
な
い
。「
む
つ
か
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
、
や
さ
し
い
こ
と
を

ふ
か
く
、
ふ
か
い
こ
と
を
お
も
し
ろ
く
」（
井
上
ひ
さ
し
）

―
と
い
う

課
題
が
、
小
説
・
戯
曲
だ
け
で
な
く
、
歴
史
学
の
世
界
に
も
あ
る
と
い

う
こ
と
を
深
く
認
識
す
る
だ
け
で
あ
る
。




