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歴
史
。
そ
れ
は
長
大
な
時
間
を
重
ね
て
起
き
た
膨
大
な
事
実
を
集
め
た
も
の
だ
。
そ
の
歴
史

の
多
く
の
お
と
ぎ
話
を
我
々
は
ど
う
や
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

一
つ
は
洞
窟
な
ど
に
描
か
れ
た
保
存
の
良
い
絵
、
時
代
が
下
っ
て
彫
刻
や
陶
磁
器
な
ど
の
芸

術
作
品
、
さ
ら
に
は
建
築
物
や
そ
の
遺
構
を
解
釈
し
て
当
時
の
生
活
や
文
化
を
想
像
し
て
き
た
。

も
う
一
つ
は
石
面
や
紙
に
書
か
れ
た
文
章
を
解
釈
し
て
、
も
う
少
し
直
接
的
に
当
時
の
生
活
や

文
化
を
理
解
し
て
き
た
。
そ
う
、
人
間
は
「
言
葉
」
を
持
っ
て
駆
使
し
て
い
る
。
過
去
の
時
代

に
言
葉
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
代
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
分
か
っ
て
き
た
。 

 

幕
末
の
三
十
年
以
上
に
わ
た
る
加
賀
藩
御
算
用
者
猪
山
家
の
入
払
帳
を
見
る
と
、
そ
の
収
入

や
支
出
の
内
容
か
ら
、
当
時
の
加
賀
藩
の
下
級
藩
士
の
生
活
や
風
習
が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
。

時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
室
町
時
代
の
貴
族
の
自
筆
日
記
で
あ
る
『
実
隆
公
記
』
を
見
て
み
よ
う
。

こ
の
六
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
書
か
れ
た
日
記
か
ら
は
、
今
度
は
武
士
で
は
な
く
当
時

の
貴
族
の
生
活
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る
。
中
の
上
く
ら
い
の
家
柄
の
貴
族
で
も
お
金
に
困

っ
て
い
て
借
金
を
し
て
い
る
こ
と
や
、
貴
族
の
間
で
囲
碁
や
将
棋
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
も
分

か
る
。
言
葉
で
書
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
歴
史
文
書
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
う
い
っ
た
時
代
の
武
士

や
貴
族
の
生
活
な
ど
が
、
こ
ん
な
に
も
詳
細
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
よ
う
。
日
本
に
は
、
千
二
百
年
以
上
も
昔
か
ら
、
身
分
に

関
係
な
く
、
折
に
触
れ
て
、
ま
た
機
会
が
あ
る
ご
と
に
、
短
歌
・
和
歌
を
詠
む
文
化
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
和
歌
も
書
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
膨
大
な
数
の
和
歌
に
よ
く
見
ら
れ

る
の
は
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
直
接
的
に
で
は
な
く
、
間
接
的
に
遠
回
し
に
表
す
言
い
方
で

あ
る
。
例
え
ば
、
恋
文
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
和
歌
の
表
現
を
見
る
と
、
自
分

の
思
い
を
間
違
い
な
く
相
手
に
伝
え
る
の
に
、
単
に
好
き
だ
、
愛
し
て
い
る
で
は
な
く
、
い
か

に
工
夫
を
凝
ら
し
て
巧
く
表
現
す
る
か
に
、
多
く
の
時
間
と
労
力
が
割
か
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
容
易
に
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
あ
ま
た
の
事
物
の
中
、
形
容
詞
・
動
詞
な
ど
の
中
か
ら
、

い
か
に
直
接
的
で
は
な
い
適
切
な
日
本
語
を
選
ん
で
、
相
手
の
心
を
射
止
め
る
か
と
い
う
文
化

を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
し
た
の
で
は
文
学
性
も
、
身
も
蓋
も
な

く
、
は
し
た
な
い
の
で
あ
り
、
和
歌
と
し
て
は
失
格
な
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
伝
統
的
に
自
分

の
考
え
や
感
情
を
あ
か
ら
さ
ま
に
外
に
表
さ
な
い
と
い
う
性
格
・
民
族
性
・
文
化
と
大
い
に
関

係
が
あ
る
と
思
え
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
は
、
話
し
言
葉
で
自
分
の
気
持
ち
を
直
接
相
手
に
伝

え
る
の
で
も
な
く
、
さ
ら
に
書
き
言
葉
で
は
っ
き
り
表
す
の
で
も
な
い
、
日
本
語
で
言
う
と
奥

ゆ
か
し
い
、
外
国
人
に
言
わ
せ
る
と
あ
い
ま
い
な
表
現
方
法
を
伝
え
て
き
て
い
る
。 

 

そ
の
文
化
は
現
代
に
入
っ
て
も
続
い
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
や
夏
目
漱
石
な
ど
多
く
の
日
本

の
作
家
は
そ
の
文
化
を
受
け
継
い
で
い
る
。
英
語
教
師
で
あ
っ
た
夏
目
漱
石
が
、
生
徒
の
「I

 

l
o
v
e
 y
o
u
.

」
の
翻
訳
「
我
君
ヲ
愛
ス
」
に
対
し
て
、
「
日
本
人
な
ら
『
月
が
綺
麗
で
す
ね
』
と

訳
し
な
さ
い
。
」
と
言
っ
た
と
い
う
ま
こ
と
し
や
か
な
話
は
、
こ
の
日
本
の
文
化
を
は
っ
き
り

と
表
し
て
い
る
。
原
文
が
英
語
で
あ
っ
て
も
、
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
き
に
は
、
日
本
の
文
化

に
沿
っ
た
表
現
に
言
い
か
え
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
平
安
の
昔
か
ら
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
「
思
い
や
事
実
を
直
接
的
に
あ
か
ら
さ
ま



2 

に
表
現
し
な
い
で
、
間
接
的
に
、
し
か
し
よ
り
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
一
段
も
二
段
も
の
高
み
に
引

き
上
げ
た
表
現
に
す
る
」
と
い
う
日
本
語
の
文
化
が
生
み
出
し
て
き
た
和
歌
や
そ
れ
以
外
の
文

学
は
、
そ
れ
こ
そ
一
つ
の
こ
と
を
、
陰
影
を
含
め
て
多
く
の
違
っ
た
言
い
方
で
表
せ
る
日
本
語

だ
か
ら
、
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
僕
は
、
た
と
え
ア
メ
リ
カ

に
住
ん
で
い
て
英
語
で
教
育
を
受
け
て
い
よ
う
と
、
日
本
を
誇
り
に
思
い
、
そ
の
文
化
を
も
っ

と
習
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

 

日
本
人
は
平
安
の
昔
か
ら
あ
か
ら
さ
ま
な
表
現
を
避
け
て
き
た
と
い
う
事
実
を
含
め
、
言
葉

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
日
本
人
の
歴
史
が
分
か
る
。
逆
に
現
代
の
日
本
に
起
こ
る
事
実
を
後
世
に

伝
え
る
と
き
に
も
言
葉
は
重
要
で
あ
る
。
言
葉
は
そ
の
時
代
の
日
記
で
あ
る
。
過
去
を
生
き
た

僕
た
ち
の
祖
先
の
こ
と
を
知
り
、
今
を
生
き
る
僕
た
ち
の
文
化
を
未
来
に
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

言
葉
は
文
化
の
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
あ
る
。 


