
〔歴
史
随
想
〕

歴
史
に
お
け
る
個
の
発
展

私
は
幼
少
の
頃
、
テ
ス
ト
の
た
め
に
否
応
な
し
に
要
求
さ
れ
た
暗

記
力
を
必
要
と
す
る
歴
史
の
勉
強
は
あ
ま
り
好
む
と
こ
ろ
で
は
な

く
、
従

っ
て
成
績
も
決
し
て
良
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
や
や
長
ず

る
に
及
ん
で
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
科
学
の
基
礎
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の

歴
史
認
識
が
必
須
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
歴
史
そ
れ
も
最
も

身
近
な
日
本
史
こ
そ
当
面
自
分
の
力
を
注
ぐ
べ
き
学
問
分
野
で
あ
る

と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
歴
史
を
研
究
し
て

一
体
何
が
知
り
た

か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
登
場
し
て
く
る
多
く
の
人
間
や
、

そ
の
人
々
が
形
成
す
る
社
会
が
ど
の
よ
う
な
生
き
方

・
動
き
方
を
す

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
い
時
代
の
人
々
の
生

き
ざ
ま
や
社
会
の
在
り
方
が
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
い
か
な
る
意

原

田

敏

丸

味
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
私
の
青
年
時
代
の
最
大
関

心
事
で
あ

っ
た
。
そ
の
頃
、
素
朴
な
人
間
性
を
端
的
に
と
ら
え
得
る

の
は
、
歴
史
の
中
で
も
原
始
古
代
に
し
く
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
聞
い
た
。
私
の
研
究
が
最
初
日
本
古
代
社
会
史

。
経
済
史
の
分
野

か
ら
始
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

や
が
て
近
世
経
済
史
を
志
す
人
々
に
囲
ま
れ
る
環
境
を
得
て
、
私

も
近
世
史
に
研
究
の
重
点
を
移
す
こ
と
に
な

っ
た
。
古
代
史
を
す

っ

か
り
諦
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
人
間
性
を
学
ぶ
上
に
お
い
て

は
、
実
は
研
究
対
象
に
す
る
時
代
は
古
代
で
も
近
世
で
も
何
れ
で
も

よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
私
に
は
歴
史
を
発
展
的

・
体
系
的

に
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
欠
如
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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近
世
史
を
学
び
始
め
た
の
は
、
大
分
に
勤
務
し
て
い
た
頃
で
あ
る

が
、
そ
れ
迄
は

一
、
二
の
優
れ
た
研
究
を
除
い
て
は
、
未
だ
本
格
的

な
研
究
の
対
象
に
な

っ
て
い
な
か
っ
た
日
田
幕
領
を
手
始
め
に
近
世

史
研
究
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
た
。
豊
後
日
田
に
は
江
戸
時
代
、
幕

府
代
官

（郡
代
）
が
お
り
、
九
州
の
幕
領
を
管
轄
し
て
い
て
、
そ
の

関
係
で
掛
屋
が
発
達
し
、
商
業

。
金
融
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
か

ら
、
日
田
幕
領
は
近
世
経
済
史
研
究
の
恰
好
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
旧
掛
屋
の
広
瀬
家
に
は
幾
日
も
泊
め
て
頂
き
、
蔵
の
中
に

所
蔵
さ
れ
て
い
た
同
家
累
代
の
古
文
書
を
座
敷

一
杯
に
な
ら
べ
、
毎

日
朝
か
ら
晩
ま
で
分
類
整
理
に
あ
た
っ
た
。
三
度
の
食
事
も
家
族
の

一
員
と
し
て
同
じ
食
卓
で
談
笑
と
と
も
に
と
ら
せ
て
下
さ
っ
た
当
時

の
御
当
主
故
広
瀬
正
雄
氏

（日
田
郵
便
局
長
か
ら
衆
議
院
議
員
の
ち
郵

政
大
臣
）
に
対
し
て
は
、
私
の
近
世
史
研
究

へ
の
船
出
を
支
援
し
て

下
さ
っ
た
恩
人
と
し
て
、
懐
か
し
さ
に
堪
え
な
い
。
ま
た
私
が
勤
務

し
て
い
た
学
部
に
は
古
文
書
を
読
め
る
人
が
い
な
か
っ
た
か
ら
、
古

代
史
と
は
著
し
く
異
な
る
史
料
の
読
解
に
は
苦
し
ん
だ
。
そ
こ
で
毎

週
必
ず

一
～
二
日
は
当
時
大
分
市
史
編
纂
室
に
お
ら
れ
た
故
久
陀
羅

木
儀

一
郎
氏
を
訪
れ
、
御
指
導
を
乞
う
た
。
煩
を
い
と
わ
ず
懇
切
丁

寧
に
導
い
て
下
さ
っ
た
同
氏
が
も
う

一
人
の
恩
人
で
あ
る
。
温
厚
篤

実
で
お
だ
や
か
な
風
貌
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

そ
の
後
滋
賀
県
の
彦
根
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
り
、
私
に
は
近
江

と
い
う
最
適
の
研
究
の
舞
台
が
与
え
ら
れ
た
。
昭
和
二
〇
年
代
末
か

ら
三
〇
年
代
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
の
勤
務
校
で
は
中
近
世

史
料
を
中
心
と
し
た
史
料
の
調
査

・
収
集
事
業
が
始
ま

っ
て
お
り
、

私
が
そ
の
実
務
面
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
早
速
滋
賀
県
下
の

各
大
字
を
片
端
か
ら
訪
問
し
て
、
史
料
の
調
査
を
始
め
た
。
い
わ
ゆ

る
点
や
線
で
は
な
く
て
面
の
調
査
で
あ
る
。　
一
定
の
範
域
に
つ
い
て

の
徹
底
し
た
調
査
か
ら
は
、
き
っ
と
何
か
が
得
ら
れ
る
と
思

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
経
済
史
の
研
究
に
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
ろ
う

が
、
私
の
場
合
は
問
題
を
さ
き
に
立
て
て
、
そ
の
た
め
の
史
料
を
探

す
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
先
ず
は
利
用
し
得
る
史
料
に
い
か
な
る

も
の
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
つ
き
と
め
た
上
で
、
そ
の
中
か
ら
経

済
史
研
究
上
興
味
が
持
て
る
テ
ー
マ
を
組
み
立
て
る
と
い
う
も
の
で

あ

っ
た
。
近
江
の
場
合
、
土
地
柄
商
業
史
料
も
あ
っ
た
が
、
量
的
に

は
圧
倒
的
に
農
村
史
料
が
豊
富
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
当
面
の
研
究
領

域
を
近
世
の
農
村
史
に
見
定
め
た
。
そ
の
際
、
素
朴
な
人
間
性
を
端

的
に
と
ら
え
易
い
の
は
、
近
世
史
の
中
で
は
都
市
や
商
業
よ
り
も
農

村
や
農
業
の
側
面
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
た
の
は
、
か
つ
て
古
代

史
を
研
究
分
野
と
し
て
選
ん
だ
時
と
同
様
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
滋
賀
県
下
の
村
々
の
面
的
な
調
査
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
こ
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で
も
奇
特
な
支
援
者
に
恵
ま
れ
た
。
当
時
神
崎
郡
五
個
荘
町
在
住
の

故
岡
考
寛
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
も
と
電
気
技
師
で
あ

っ
た
が
、
仕
事

の
関
係
で
県
下
の
各
地
を
訪
れ
る
こ
と
が
多
く
、
各
地
の
古
文
書
史

料
の
残
存
状
況
に
明
る
く
、
日
曜
日
ご
と
に
案
内
の
労
を
惜
し
ま
れ

な
か
っ
た
。
同
氏
な
く
し
て
近
江
の
史
料
を
く
ま
な
く
捜
索
す
る
と

い
う
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
実
現
し
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
思
え
ば
私
の
近
世
史
研
究
の
着
手
に
は
、
実
に
多
く
の

方
々
の
御
恩
を
こ
う
む
っ
て
い
る
が
、
岡
考
寛
氏
も
正
し
く
そ
の
お

一
人
で
あ
る
。
私
の
山
割
制
度
の
研
究
が
五
個
荘
地
方
か
ら
始
ま

っ

た
の
も
そ
の
せ
い
で
あ
る
。
当
時
五
個
荘
地
方
の
古
文
書
は
ほ
と
ん

ど
町
内
各
大
字
の
区
有
文
書
と
な
っ
て
い
た
。
岡
氏
の
導
き
に
よ

り
、
各
大
字
を
訪
ね
て
調
べ
て
い
る
間
に
、
こ
の
地
域
で
は
ほ
と
ん

ど
の
大
字
で
今
日
な
お
山
割
の
慣
行
を
有
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
多

く
が
江
戸
時
代
に
由
来
し
て
、
か
な
り
の
古
文
書
を
残
し
て
い
る
こ

と
を
知
り
得
た
。

山
割
制
度
と
は
村
の
総
有
に
属
す
る
林
野
を

一
定
の
慣
行

・
規
則

の
も
と
に
村
民
が
分
割
利
用
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
の
山
割

が
長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
く
る
と
、
村
民
の
土
地
に
対
す
る
権

利
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
、
遂
に
は
割
当
て
ら
れ
た
山
、
す
な
わ
ち

割
山
が
村
民
各
戸
の
私
有
地
化
す
る
に
至
る
。
近
代
は
私
的
土
地
所

有
に
基
づ
く
経
済
が
基
本
で
あ
る
が
、
耕
地
の
私
的
土
地
所
有
の
成

立
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
思

っ
て
い

た
。
そ
の
矢
先
山
割
制
度
に
遭
遇
し
て
、
耕
地
で
は
研
究
の
困
難
な

私
的
土
地
所
有
の
成
立
過
程
が
、
林
野
に
つ
い
て
は
山
割
制
度
の
推

移
の
中
に
少
な
く
と
も
そ
の

一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
以
来
十
年
程
は
滋
賀
県
五
個
荘
地

区
か
ら
始
ま

っ
て
全
県
下
に
及
び
、
更
に
は
全
国
的
に
山
割
制
度
に

関
す
る
史
料
を
求
め
て
調
査

。
収
集
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
拙

著

『近
世
入
会
制
度
解
体
過
程
の
研
究
』
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
成
果

で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
林
野
の
個
人
的
私
的
土
地
所
有
の
成
立
過
程

の
一
側
面
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

私
は
個
別
的
実
証
的
な
研
究
は
、
史
料
を
積
み
重
ね
て
何
ら
か
の

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
人
の
歴
史
観
も
っ
と

言
え
ば
世
界
観

。
人
生
観
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
は
実
証
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
事
実
は
、
原
始
時
代
か
ら
近
現
代
さ
ら
に
は
未
来
に
わ
た
る
人

間
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
も
の
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
始
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

（政
治
・

経
済
ニ
ホ
教
等
々
）
に
わ
た
っ
て
、
個
別
的
な
も
の
が
家
に
し
ろ
個
人
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に
し
ろ
自
立
性
を
持
た
ず
、
全
体
社
会
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
て
い

た
。
各
個
別
に
対
す
る
全
体
社
会
の
拘
束
力
が
極
め
て
強
固
で
あ
っ

て
、
全
体
社
会
が
持

っ
て
い
る
共
同
性
が
個
別
の
個
性
的
な
機
能
に

対
し
て
圧
倒
的
に
優
越
し
た
力
を
持

っ
て
い
た
。
も
っ
と
厳
密
に
い

え
ば
、
原
始
社
会
で
は
全
体
社
会

・
共
同
体
あ
る
の
み
で
、
そ
こ
に

は
社
会
的
機
能
と
し
て
の
個
性
的
な
個
別
の
働
き
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
社
会
は
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

わ
た
っ
て
個
人
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
。
近
代
の
経
済
は
個
人
の
職

業
選
択
の
自
由
を
は
じ
め
、
個
人
を
主
体
と
す
る
売
買

（労
働
力
の

売
買
を
含
め
て
）
お
よ
び
営
利
活
動
等
経
済
活
動

一
般
の
自
由
に
基

づ
い
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
個
人
を
中
心
に
し
た
利
己
心
の
経
済
的

側
面
に
お
け
る
発
現
が
、
近
代
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
本
来
個
人

を
主
体
に
し
た
自
由
競
争
の
原
理
と
な

っ
て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

論
旨
は
こ
れ
ま
で
の
学
説
史
の
な
か
で
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
程
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

一
々
言
及
す
る
煩
を
避
け
る

こ
と
と
す
る
。
政
治
的
な
分
野
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
近
代
的
政
治
理

念
に
お
い
て
は
、
国
民
の
参
政
権
は
成
人
の

一
人

一
人
個
人
に
対
し

て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
階
級
の
家
長
の
み
に
認

め
ら
れ
た
封
建
時
代
の
そ
れ
と
は
明
確
に

一
線
を
画
す
る
も
の
が
あ

る
。
ま
た
近
代
法
に
お
い
て
は
、
個
人
を
法
的
権
利
義
務
の
主
体
と

み
な
し
て
お
り
、
団
体
組
織
も
こ
れ
に
自
然
人
と
し
て
の
個
人
の
人

格
を
法
的
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
定
の
法
的
権
利
義
務
の

主
体
と
み
な
し
て
い
る
。
極
端
な
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
夫
婦

・

親
子
で
も
他
人
と
し
て
取
り
扱
う
考
え
方
こ
そ
が
近
代
法
の
基
本
理

念
で
あ
る

（明
治
期
の
民
法
典
論
争
参
照
）。
宗
教
の
面
に
つ
い
て

一

一百
ふ
れ
て
お
く
と
、
宗
教
改
革
は
宗
教
的
個
人
主
義
の
運
動
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
教
会
や
教
皇
の
権
威
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
ま
し
て
い
わ
ん
や
免
罪
符
等
を
媒
介
と
し
て
救
わ
れ
る

も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
個
々
の
魂
が
神
を
直
接
的
に
信
頼
す
る

こ
と
が
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
に
よ

っ
て
の
み
神
の
救
い
が
与
え

ら
れ
る
と
い
う
主
張
を
も

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
改
革
運
動

は
個
人
を
伝
統
や
慣
行
か
ら
解
放
し
、
ま
た
個
人
を
し
て
自
ら
考

え
、
自
ら
の
意
志
を
も

っ
て
行
動
す
る
と
い
う
方
向

へ
赴
か
し
め
よ

う
と
す
る
近
代

へ
の

一
般
的
傾
向
の

一
部
で
あ
り
、　
一
面
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
宗
教
改
革
か
ら
生
ま
れ
る

合
理
主
義
的
生
活
態
度
や
禁
欲
主
義
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
人
主
義
思

想
が
近
代
社
会
の
本
質
に
つ
な
が
る
歴
史
的
意
義
を
重
視
し
た
い
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
極
め
て
大
ま
か
な
こ
と
し
か
い
え
な
い
が
、
原
始
社
会

と
近
代
社
会
と
の
直
接
的
対
比
に
よ
り
、
全
体
社
会
の
中
に
個
が
埋
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没
し
て
い
た
社
会
か
ら
、
最
も
個
別
の
個
性
が
発
展
し
た
状
態
を
示

す
個
人
主
義
を
原
理
と
し
て
成
り
立
つ
社
会

へ
と
い
う
人
間
社
会
の

歴
史
の
基
本
的
動
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
及
ぶ
に
至

っ
た
。
そ
し
て
私
が
追
究
し
て
き
た
山
割
制
度
は
そ
の

基
本
的
動
向
が
進
行
す
る

一
つ
の
局
面
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
以
来
人
間
社
会
に
お
け
る
個
の
発
展
、
す
な
わ

ち
全
体
社
会
の
中
で
、
個
別
が
そ
の
個
性
を
強
め
て
く
る
過
程
を
追

究
し
て
み
た
。
結
論
的
な
こ
と
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
て
み
る
と
、

個
の
発
展
は
こ
れ
を
実
際
の
歴
史
に
即
し
て
い
え
ば
、
社
会
の
個
別

的
生
活
主
体

（機
能
）
の
分
化

・
成
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

現
象
形
態
と
し
て
は
、
村
↓
大
家
族
↓
小
家
族
↓
個
人
と
い
う
変
化

に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
の
発
展
が
こ
の
個
別
化
だ
け
で
す
べ

て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
極
端
に
個
別
化
が
進
ん
だ
我
々
の
社
会
の
行

き
着
く
先
は
、
無
政
府
的
な
社
会
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
に

関
し

て
は
、
英
国
の
歴
史
家

Ｅ

・
Ｈ

・
カ
１

０
０
１
”
ａ

国
』
詈

０
”
『【）
が

「文
明
人
に
比
べ
る
と
、
未
開
人
は
個
人
で
あ
る
こ
と
が

少
な
く
、
社
会
に
よ
っ
て
完
全
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
…
…
個

人
化
の
増
大
と
い
う
の
は
、
現
代
の
進
歩
し
た
社
会
の
必
然
的
産
物

で
あ
り
、
…
…
け
れ
ど
も
、
こ
の
個
人
化
の
過
程
と
社
会
の
威
力
お

よ
び
結
合
力
の
増
大
と
の
間
に
対
立
関
係
を
設
定
す
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
大
変
な
思
い
違
い
で
し
ょ
う
。
…
…
現
代
の
国
民
社
会
が
そ

の
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
性
格
や
思
想
を
作
り
上
げ
る
力
…
…
が
仮
に

も
未
開
種
族
の
社
会
の
力
よ
り
弱
い
な
ど
と
考
え
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
危
い
話
で
し
ょ
う
。

」
（清
水
幾
太
郎
訳

『歴
史
と
は
何
か
』
四
二

～
三
頁
）
と
警
告
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
カ
ー
の
指
摘
は
、
実
に
示

唆
に
富
む
も
の
で
あ

っ
て
、
人
間
社
会
の
歴
史
は
さ
き
に
述
べ
た
個

別
的
生
活
主
体

（機
能
）
の
分
化

・
成
長
す
な
わ
ち
個
別
化
と
矛
盾

し
な
い
形
で
、
他
方
に
お
い
て
は
総
体
的
統
制
主
体

（機
能
）
の
拡

大

・
強
化
の
方
向
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
現
象
形
態
は
村
↓
古
代
国
家
↓
封
建
国
家
↓
近
代
国

家
と
い
う
姿
を
と
る
が
、
そ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改

め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
う
し
て
私
は
研
究
の
初
期
に
手
が
け
た
近
世
の
山
割
制
度
に
歴

史
の
基
本
的
動
向
の

一
断
面
を
見
、
そ
れ
を
お
し
ひ
ろ
げ
て
原
始
か

ら
近
代
に
い
た
る
人
間
社
会
の
歴
史
の
変
化
の
基
本
的
動
向
を
と
ら

え
て
み
よ
う
と
し
た
。
現
代
は
個
人
主
義
の
近
代
に
対
し
て
、
個
別

化
が
さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会

に
お
け
る
諸
現
象
を
理
解
し
、
今
後
の
社
会
の
進
む
方
向
を
模
索
し

よ
う
と
い
う
の
が
今
日
の
私
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

（は
ら
だ
　
と
し
ま
る
ｏ
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）
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