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歴
史
学
は
人
を
描
く
学
間
で
、
歴
史
の
か

な
た
に
忘
れ
ら
れ
た
事
件
や
人
物
に
光
を
当

て
る
の
も
、歴
史
学
者
の
役
割
の

一
つ
で
す
。

２
０
１
３
年
秋
に
岩
波
書
店
か
ら
私
の
４０

年
間
の
研
究
の
集
大
成
と
し
て
出
版
し
た
学

術
書

「中
東
国
際
箇
窟
俗
歳
塊
と

で
は
、
第

１
次
世
界
大
戦
後
の
ト
ル
コ
を
扱
い
ま
し

た
。
２
段
組
み
で
３
０
０
分
を
超
え
、

日
の

リ
ー
ダ
ー
の
在
り
方
も
示
し
た

つ
も
り
で

す
。
中
心
に
据
え
た
の
は
、
ト
ル
コ
の
リ
ー

α
ｌ
た
ち
の
中
で
、
人
々
に
忘
れ
ら
れ
た
存

在
に
な

っ
」て
い
る
軍
人
で
政
治
家
の
キ
ャ
ー

ズ
ィ
ム

・
カ
ラ
ベ
キ
ル
で
す
。

ト
ル
コ
は
第
１
次
世
界
大
戦
後
の
列
強
の

思
惑
を
は
ね
返
し
、
敗
戦
国
な
が
ら
領
土
を

回
復
し
て
主
権
を
維
持
し
ま
し
た
。、
カ
ラ
ベ

キ
ル
は
ト
ル
コ
東
方
で
ソ
連
を
巻
き
込
ん
だ

巧
み
な
外
交
を
展
開
し
、
軍
事
的
に
も
優
れ

た
戦
略
を
発
揮
し
た
指
導
者
で
す
。し
か
し
、

１
９
２
３
年
の
ト
ル
コ
共
和
国
成
立
後
、
初

代
大
統
領
の
ケ
マ
ル

・
ア
タ
チ

ュ
ル
ク
の
暗

殺
を
企
て
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
ま
す
。
無
罪

に
は
な
り
ま
し
た
が
、
公
的
な
人
生
は
終
わ

り
ま
し
た
。
彼
の
才
能
を
敵
視
し
た
ア
タ
チ

ュ
ル
ク
の
嫉
妬
と
警
戒
心
の
結
果
で
す
。

私
が
カ
ラ
ベ
キ
ル
の
最
も
好
き
な
と
こ
ろ

は
、
民
族
や
宗
教
、
敵
、
味
方
に
関
係
な
く

戦
災
孤
児
た
ち
を
保
護
し
、
愛
と
慈
し
み
で

育
て
た
こ
と
で
す
。

４８
年
に
心
臓
病
で
亡
く

な
っ
た
彼
の
墓
に
は

「孤
児
た
ち
の
父
」
と

い
う
文
字
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
戦
争
悲
劇

の
歴
史
の
中
で
、
彼
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
が

い
た
こ
と
は
歴
史
学
者
と
し
て
救
い
で
す
。

現
在
の
中
東
は
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ク
の
内

戦
、
イ
ス
ラ
一
ル
の
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ぶ

学者歴史
ザ
で
の
戦
争
の
三
つ
が
並
行
し
、
情
勢
は
緊

張
の
度
合
い
を
深
め
て
い
ま
す
。
問
題
の
原

因
は
宗
教
や
民
族
対
立
と
理
解
さ
れ
が
ち
で

す
が
、
安
全
保
障
や
石
油
利
権
な
ど
政
治
問

題
が
根
幹
に
あ
り
ま
す
。

中
東
の
悲
劇
の
遠
因
は
、
第
１
次
世
界
大

「力
」
で
は
解
決
で
き
な

テ
ロ
、
暴
力
に
走
る
勢
力
も
あ
り
ま
す
が
、

国
境
や
領
土
の
問
題
は
力
の
論
理
で
は
解
決

で
き
ま
せ
ん
。

４８
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
か

ら
繰
り
返
さ
れ
る
悲
劇
は
、
ど
の
国
も
力
だ

け
で
は
安
全
保
障
を
達
成
で
き
な
い
と
い
う

事
実
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
日
本
と
周
辺
国
と
の
問
題
に
も
言

え
ま
す
。
双
方
と
も
に
居
薬
局
で
エ
キ
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
な
叫
び
声
や
恣
意
的
な
歴
史
解
釈

で
は
対
立
を
解
決
で
き
ま
せ
ん
。粘
り
強
く
、

冷
静
に
、国
際
世
論
の
判
断
を
仰
ぎ
な
が
ら
、

政
治
と
外
交
で
解
決
す
る
も
の
で
す
。

中
東
の
子
ど
も
た
ち
に
は
教
育
医
療
な
ど

各
種
の
支
援
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
戦
争
で

人

へ
の
増
悪
を
持

っ
て
育
つ
子
ど
も
に
、
和

と
慈
し
み
、
優
し
さ
を
教
え
る
日
本
の
幼
児

教
育
、
一型
害
黎
育
の
知
恵
も
提
供
し
た
い
も

の
で
す
。
そ
れ
が
平
和
国
家
、
平
和
外
交
を

旨
と
す
る
日
本
の
基
本
的
役
割
で
す
。
わ
れ

わ
れ
は
カ
ラ
ベ
キ
ル
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
、

歴
史
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

し

事
は
自
己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
権
力
保
全

で
、
国
民
の
繁
栄
や
幸
福
は
二
の
次
で
し
た
。

他
方
、
第
１
次
世
界
大
戦
か
ら
１
世
紀
が

た
ち
、
中
東
国
家
の
枠
組
み
は
す
で
に
国
際

社
会
に
定
着
し
意
味
を
持

っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
枠
組
み
を
否
定
し
よ
う
と
、
戦
争
や

占ろく

尚尚昌乏さん

戦
後
の
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
森
瀞
的
な

地
域
分
割
で
す
。
ま
た
、
ア
ラ
プ
の
独
立
か

ら
今
日
ま
で
、
民
生
を
安
定
化
さ
せ
、
国
際

関
係
を
現
実
的
に
処
理
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
が

現
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
原
因
の

一
つ
で
し
ょ

う
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
関
心
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