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史

本
書
の
著
者
の
野
上
裕
生
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
一
日
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
本
書
は
、
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
が
出
版
す
る
月
刊
誌
で
あ
る
『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン
ド
』
に
、
二
〇
一
〇
年
一
月
号
か

ら
二
〇
一
一
年
一
二
月
号
ま
で
、
二
四
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
「
す
ぐ
に
役
立
つ
開
発
指
標
の
話
」
を

編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
編
集
に
は
、
佐
藤
百
合
、
新
田
淳
一
、
山
形
辰
史
が
あ
た
っ
た
。

本
書
に
収
録
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
野
上
は
こ
の
連
載
を
「
ア
ジ
ア
を
見
る
眼
」
と
し
て

ま
と
め
た
い
、
と
い
う
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
書
は
、
野
上
の
遺
志
に
し
た
が
い
、
遺
稿
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。

野
上
裕
生
は
一
九
六
一
年
、
東
京
都
に
生
ま
れ
た
。
桐
朋
中
学
・
高
等
学
校
を
経
て
、
一
橋
大
学
で
社

会
学
部
に
籍
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
と
も
と
理
系
志
望
で
あ
っ
た
う
え
に
、
一
橋
大
学
で
数
学
を
学
べ
る
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
、
高
校
時
代

あとがき
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か
ら
開
発
途
上
国
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
開
発
途
上
国
を
含
む
国
々
と
ア
メ
リ
カ
と
の
国
際
関
係

を
研
究
す
る
油
井
大
三
郎
助
教
授
（
当
時
）
に
師
事
し
た
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
開
発
経
済
学
へ
傾
倒
し
て
い

く
。一

九
八
四
年
に
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
入
所
し
、
最
初
の
八
年
間
は
統
計
部
（
後
の
統
計
調
査
部
）
に
所

属
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
景
気
予
測
を
担
当
し
た
。
一
九
九
二
年
四
月
よ
り
一
九
九
四
年
三
月
ま
で
の
二

年
間
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
か
ら
一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
に
国
内
留
学
し
、
経
済
学
修
士
号
を

得
た
。
同
大
学
院
に
お
い
て
は
、
松
田
芳
郎
、
溝
口
敏
行
両
教
授
の
下
で
、
所
得
分
配
に
つ
い
て
研
究
し

た
。一

九
九
四
年
に
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
に
復
帰
す
る
と
、
野
上
は
当
初
は
調
査
企
画
室
、
そ
の
後
は
総
合

研
究
部
（
後
の
開
発
研
究
部
）
に
配
属
さ
れ
、
よ
り
自
由
に
研
究
テ
ー
マ
を
選
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ

れ
以
降
野
上
は
、
マ
ク
ロ
経
済
の
み
な
ら
ず
、
社
会
開
発
分
野
に
も
研
究
の
幅
を
広
げ
て
い
く
。

業
績
目
録
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
ま
で
の
野
上
の
業
績
の
中
心
は
、
景
気
循
環
や
景
気

予
測
モ
デ
ル
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
経
済
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
橋
大
学
で
の
研
究

を
反
映
し
て
、
研
究
分
野
を
所
得
分
配
や
人
的
資
本
形
成
へ
と
展
開
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
入

る
と
、
民
主
主
義
、
人
間
開
発
、
環
境
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
貧
困
、
人
口
、
障
害
、
雇
用
と
い
っ
た
社
会
開
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発
的
な
分
野
に
研
究
成
果
を
開
花
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
マ
ク
ロ
経
済

モ
デ
ル
の
研
究
を
再
開
し
た
。

野
上
の
研
究
の
真
骨
頂
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
社
会
開
発
分
野
の
研
究
に
あ
っ
た
。
弱
者
に
向
け
ら
れ

る
目
の
温
か
さ
は
、
そ
の
弱
者
が
置
か
れ
た
状
況
の
厳
し
さ
に
対
す
る
義
憤
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
問
題
の
研
究
を
、
渉
猟
す
る
ご
と
く
に
展
開
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
文
献
を

読
み
込
む
こ
と
で
、
す
べ
て
の
分
野
の
専
門
家
と
し
て
の
基
礎
知
識
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

研
究
分
野
の
広
さ
が
、
本
書
に
結
実
し
て
い
る
。

ま
た
野
上
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
る
。
論
文
の
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

小
論
・
解
説
、
そ
し
て
書
評
が
多
い
。
い
か
に
多
く
の
書
を
読
み
、
そ
し
て
分
か
り
や
す
い
一
般
向
け
の

文
章
を
書
い
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
業
績
リ
ス
ト
に
現
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
職
場
の
同
僚
と
し
て
強
調
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
野
上
の
査
読
数
の
多
さ
で
あ
る
。
査
読
と

は
、
原
稿
執
筆
後
に
、
匿
名
の
査
読
者
が
、
当
該
原
稿
を
読
み
、
出
版
の
可
否
を
判
定
す
る
と
と
も
に
、

修
正
の
た
め
の
提
案
を
す
る
作
業
を
指
す
。
こ
れ
は
、
匿
名
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
苦
労
が
他
人
の
目

に
触
れ
な
い
業
務
で
あ
る
。
野
上
が
大
学
卒
業
か
ら
生
涯
を
通
じ
て
勤
務
し
た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
は
、

月
刊
誌
と
し
て
『
ア
ジ
ア
経
済
』（
現
在
は
季
刊
）、
季
刊
誌
と
し
てT

he
D

eveloping
E

conom
ies

を
出
版

あとがき
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し
て
い
る
ほ
か
、
単
行
書
も
年
に
一
〇
点
以
上
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
掲
載
さ
れ
る
論
文
は
、
査
読

を
も
と
に
掲
載
の
可
否
を
検
討
し
た
う
え
で
出
版
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
間
を
通
じ
て
お

び
た
だ
し
い
数
の
査
読
が
所
内
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
報
い
の
な
い
作
業
で
あ
る
だ
け

に
、
誰
も
が
査
読
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
及
び
腰
に
な
る
。
そ
ん
な
な
か
で
野
上
は
、
そ
の
研
究
分
野
の

広
さ
も
あ
っ
て
、
査
読
の
依
頼
が
多
く
、
そ
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
依
頼
を
引
き
受
け
て
い
た
。
近
年
で

は
、
月
に
一
本
以
上
、
年
間
で
も
約
二
〇
本
と
い
う
、
同
僚
か
ら
み
れ
ば
驚
異
的
な
査
読
の
本
数
を
こ
な

し
て
い
た
。
査
読
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
外
の
学
会
や
大
学
、
研
究
機
関
が
出
版
す
る
雑
誌
に
お
い
て

も
必
要
と
さ
れ
る
作
業
で
あ
り
、
野
上
は
、
国
際
開
発
の
み
な
ら
ず
、
環
境
、
人
口
と
い
っ
た
分
野
の
雑

誌
か
ら
も
査
読
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
皆
が
忌
避
し
が
ち

な
作
業
を
、
進
ん
で
引
き
受
け
た
こ
と
は
、
業
績
リ
ス
ト
に
現
れ
な
い
、
野
上
の
学
問
的
貢
献
で
あ
る
。

野
上
の
死
は
唐
突
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
五
月
二
日
に
入
院
し
、
連
休
明
け
の
五
月
七
日
に
は
、
入

院
の
た
め
実
行
不
可
能
と
な
っ
た
仕
事
を
、
筆
者
を
含
む
、
周
囲
の
同
僚
に
電
話
で
依
頼
し
た
。
本
人
は
、

ほ
ど
な
く
退
院
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
依
頼
は
一
時
的
な
委
任
で
あ
っ
て
、
快
復
後
に

は
自
ら
が
再
び
担
う
と
い
う
意
思
が
表
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
二
週
間
後
に
野
上
は
昇
天
し
た
。
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野
上
の
死
は
突
然
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
野
上
は
、
常
に
死
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
毎
日
の
生

活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
野
上
が
講
演
会
の
よ
う
な
公
の
場
で
、「
私
な
ん
か
、
い

つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
」「
私
な
ん
か
、
生
き
て
い
る
価
値
が
な
い
」
と
い
っ
た
一
見
捨
て
鉢
な
科
白
を
、

微
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
発
す
る
の
を
た
び
た
び
目
に
し
た
。
節
制
を
要
す
る
持
病
と
、
生
涯
折
り
合
っ

て
暮
ら
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
諦
観
が
、
こ
れ
ら
の
科
白
に
込
め
ら
れ
て
い
た
。

死
へ
の
意
識
は
、
生
き
急
ぐ
よ
う
に
、
野
上
を
仕
事
へ
と
駆
り
立
て
た
の
で
は
な
い
か
。
野
上
が
、
論

文
の
み
な
ら
ず
、
書
評
や
初
心
者
向
け
の
小
論
に
も
努
力
を
傾
注
し
た
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
自
ら
の
弱
さ
を
強
く
意
識
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
弱
者
へ
の
共
感
を
糧
に
し
て
、
精
力
的
に
研

究
を
し
続
け
、
そ
し
て
執
筆
、
講
演
を
通
じ
て
研
究
を
発
信
し
続
け
た
の
が
野
上
の
職
業
生
活
の
す
べ
て

で
あ
っ
た
。
悔
い
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
力
の
限
り
他
人
の
た
め
に
研
究
し
尽
く
し
た
、

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
を
も
っ
て
野
上
は
、
研
究
の
う
え
で
の
遺
言
を
、
わ
れ
わ
れ
に

託
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
二
〇
一
三
年
一
月

ジ
ェ
ト
ロ
・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

国
際
交
流
・
研
修
室
長
）

あとがき
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