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私
の
専
門
分
野
は
歴
史
学（
西
洋
史
）で
あ
る
。
も

と
も
と
近
代
の
学
問
的
歴
史
学
は
、政
治
史
や
外
交

史
を
中
心
に
発
達
し
て
き
た
の
で
、食
生
活
の
よ
う

な
日
常
に
密
接
し
た
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
は
な
か
っ
た

の
だ
が
、近
年
の
社
会
史
の
隆
盛
と
と
も
に
、食
も
歴

史
学
の
研
究
対
象
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
観

点
か
ら
、「
食
卓
か
ら
考
え
る
食
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、「
食
育
」や
「
家
族
の

絆
」
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

　
近
年
、一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
食
育
に
関
す
る

イ
メ
ー
ジ
や
言
説
は
、お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
。
昔
は
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
た
家
庭
教
育

が
、昨
今
の
核
家
族
化
や
家
庭
崩
壊
現
象
の
中
で
機

能
不
全
を
起
こ
し
、フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
へ
の
依
存
や
孤

食
な
ど
家
庭
で
の
食
行
動
も
乱
れ
て
し
ま
い
、子
ど

も
た
ち
の
心
身
に
深
刻
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
悪
影
響
を
防
ぐ
た
め
に
、家
庭
や
学
校
、

地
域
で
正
し
い
栄
養
知
識
を
伝
授
し
た
り
、健
全
な

食
生
活
を
指
導
し
て
い
っ
た
り
す
べ
き
で
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
主
張
は
、現
代
日
本
の
食
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
弊
害
を
告
発
す
る
と
い
う
点
で
、多
く
の

人
々
の
共
感
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、食

育
を
推
進
す
る
と
い
う
方
向
は
国
民
的
合
意
を
得

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。し
か
し
、た
と
え
ば「
環

境
保
護
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
と
同
じ
よ
う
に
、誰
も
否

定
し
が
た
い
問
題
で
は
あ
る
が
、対
象
範
囲
が
非
常

に
広
く
、食
育
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
の
人
々
に
と
っ
て
食
い
違
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。こ
う
し
た
意
味
で
、食
育
の
根
幹
に
か
か
わ
る

諸
問
題
を
、歴
史
に
立
ち
戻
っ
て
考
察
し
て
み
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

　
ま
ず
、食
育
の
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
家
庭

教
育
の
問
題
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
石
毛
直
道
氏

も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、食
を
共
に
す
る
も
っ

と
も
基
本
的
な
単
位
は
家
族
で
あ
る（
石
毛
・
鄭
共

編
『
食
文
化
入
門
』
講
談
社
、一
九
九
五
年
）。
そ
の

意
味
で
、食
行
動
の
規
範
と
い
う
も
の
は
、第
一
に
家

族
内
で
の
食
事
の
際
に
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
か
ら
み
て
も
、だ
い
た
い
中
世
末
期

以
降
、宮
廷
社
会
が
成
立
し
て
い
く
中
で
、他
者
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、す
な
わ
ち
社
交
の
重
要
性
が
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、と
く
に
年
少
者
に
対
し
て

食
卓
で
の
礼
儀
作
法
を
説
い
た
著
作
が
数
多
く
出
版

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。こ
う
し
た
礼
儀
作
法
集
は
、最

初
は
も
っ
ぱ
ら
貴
族
層
に
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
た

が
、近
世
・
近
代
に
な
る
と
市
民
層
の
家
庭
教
育
に
も

普
及
し
て
い
っ
た
。 

　
た
だ
し
、こ
こ
で
み
ら
れ
る
家
庭
や
家
族
の
あ
り
方

は
、現
在
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
史
研
究
の
成
果
に
よ

る
と
、情
愛
で
結
ば
れ
、子
ど
も
の
教
育
に
力
を
注

ぐ
と
い
っ
た
市
民
的
家
族
が
出
現
す
る
の
は
近
代
社

会
の
成
立
以
後
で
あ
り
、近
代
以
前
の
家
族
で
は
、夫

婦
愛
や
子
ど
も
へ
の
愛
情
は
希
薄
で
、子
ど
も
の
教

育
も
、家
庭
内
と
い
う
よ
り
地
域
や
職
業
共
同
体
の

中
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（
Ｐ
・
ア
リ
エ
ス『
子

供
の
誕
生
』み
す
ず
書
房
、一
九
八
〇
年
）。そ
し
て
、

早
く
か
ら
近
代
化
が
進
展
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

お
い
て
さ
え
、一
般
庶
民
レ
ベ
ル
で
子
ど
も
へ
の
家
庭

教
育
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。 
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日
欧
で
は
当
然
事
情
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、一

般
的
に
い
っ
て
、工
業
化
や
都
市
化
と
い
っ
た
大
き
な

歴
史
的
変
化
の
中
で
、人
口
構
造
が
多
産
多
死
か
ら

少
産
少
死
へ
と
転
換
し
、少
数
の
子
ど
も
に
よ
り
大

き
な
愛
情
と
教
育
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
と
い
う
傾
向

は
、お
お
ま
か
に
共
通
す
る
は
ず
で
あ
る
。と
す
る
と
、

昔
は
食
事
作
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
き
ち
ん
と
し

た
家
庭
教
育
が
あ
っ
た
が
、今
は
そ
れ
が
衰
退
し
た
と

い
う
主
張
は
再
検
討
を
要
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

日
本
の
家
庭
教
育
に
つ
い
て
も
、教
育
社
会
学
者
の

広
田
照
幸
氏
は『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か
』

（
講
談
社
、一
九
九
九
年
）の
中
で
、最
近
に
な
っ
て
家

庭
の
教
育
能
力
が
低
下
し
た
と
い
う
世
間
の
イ
メ
ー

ジ
は「
事
実
誤
認
」で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。 

　
食
育
を
家
庭
教
育
の
面
だ
け
か
ら
み
る
と
、こ
の

よ
う
な
問
題
点
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
。し
か
し
よ

く
考
え
る
と
、食
育
は
家
庭
内
だ
け
で
は
な
く
、社
会

全
体
と
し
て
取
り
組
む
課
題
で
も
あ
る
。
そ
の
点
か

ら
み
る
と
、食
育
と
は
食
に
か
か
わ
る
学
問
知
や
経

験
知
の
体
系
を
次
の
世
代
に
伝
達
す
る
営
み
と
い
う

よ
う
に
、よ
り
広
い
脈
絡
で
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
、食
育
の
歴
史
を
こ
う
し
た
広
い
視
点
か
ら
検

討
し
て
み
よ
う
。 

　
食
に
か
か
わ
る
知
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
す
る

の
は
、一
九
世
紀
の
欧
米
諸
国
に
お
い
て
で
あ
る
。こ

の
時
期
に
、専
門
科
学
と
し
て
の
食
品
化
学
や
栄
養

学
が
成
立
し
、従
来
支
配
的
で
あ
っ
た
伝
統
医
学
に

基
づ
く「
食
養
生
学
」か
ら
、近
代
医
学
に
基
づ
く「
食

の
科
学
」へ
と
、食
や
栄
養
に
か
か
わ
る
学
問
的
パ
ラ

ダ
イ
ム
が
転
換
し
た
の
で
あ
る
。こ
れ
以
降
、近
代
科

学
の
言
説
が
食
の
分
野
に
お
い
て
支
配
的
な
役
割
を

果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
民
国
家
が
、一
般
民
衆

の
食
生
活
の
改
善
へ
と
乗
り
出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
近
代

の
国
民
国
家
は
、国
民
全
体
に
対
し
、生
産
労
働
や

兵
役
、家
族
の
養
育（
つ
ま
り
次
世
代
の
再
生
産
）な

ど
を
義
務
と
し
て
課
す
一
方
、国
民
が
健
康
で
活
力

あ
る
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
社
会
環
境
を
整
備
す

る
と
い
う
課
題
を
担
う
。そ
の
重
要
な
部
分
が
、食
生

活
や
栄
養
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。 

　
国
家
の
政
策
と
し
て
重
要
な
の
は
、ひ
と
つ
は
広
範

な
福
祉
政
策
で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
は
、近
代
的
な
食

の
科
学
を
一
般
民
衆
の
食
生
活
の
向
上
に
役
立
て
る

た
め
、食
の
知
識
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
栄

養
指
導
や
食
教
育
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
し
て
ま
た
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
深
刻
な
階
級
対
立
を
克
服
し

て
国
民
的
統
合
を
は
か
る
上
で
も
、栄
養
学
は
重
要

な
役
割
を
期
待
さ
れ
た
。
当
時
の
欧
米
諸
国
で
は
、

概
し
て
潜
在
的
脅
威
と
さ
れ
た
労
働
者
層
を
国
民

国
家
に
統
合
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、労
働
者
層
の
女

性
に「
正
し
い
」
栄
養
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
で
、栄

養
状
態
や
食
生
活
の
欠
乏
を
緩
和
し
、「
健
全
な
」

労
働
者
家
庭
の
育
成
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
、と
い
う
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の
科
学
」へ

食
や
栄
養

か
か
わ

学
問
的
パ

ダ
イ
ム
が
転
換
し
た
の
で
あ
る
。こ
れ
以
降
、近
代
科

学
の
言
説
が
食
の
分
野
に
お
い
て
支
配
的
な
役
割
を

活
や
栄
養
の
問
題

か
か
わ

て

 

　
国
家
の
政
策
と
し
て
重
要
な
の
は
、ひ
と
つ
は
広
範

な
福
祉
政
策
で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
は
、近
代
的
な
食

養
状
態
や
食
生
活
の
欠
乏
を
緩
和
し
、「
健
全
な
」

労
働
者
家
庭
の
育
成
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
、と
い
う

よ
う
な
主
張
が
さ
か
ん
に
な
さ
れ

た
。そ
の
た
め
に
、栄
養
学
に
基
づ

い
た
女
性
へ
の
食
教
育
が
制
度
化

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

　
二
〇
世
紀
に
入
り
、二
度
の
世

界
大
戦
の
時
期
に
は
、総
力
戦
を

戦
い
抜
く
た
め
に
食
に
か
か
わ
る

科
学
が
総
動
員
さ
れ
、国
民
ひ
と

り
ひ
と
り
に
、戦
時
に
ふ
さ
わ
し

い
食
教
育
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
戦
後
の
平
和
時
に
お
い
て
は
、

国
民
栄
養
の
向
上
の
た
め
学
校

給
食
が
導
入
さ
れ
、国
民
へ
の
栄

養
指
導
や
食
教
育
は
熱
心
に
取

り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
飽
食

の
時
代
を
迎
え
た
二
〇
世
紀
末

に
は
、医
療
費
抑
制
と
い
う
国
家

的
目
標
の
下
、肥
満
や
生
活
習
慣

病
な
ど
の
予
防
の
た
め
に
、ま
す

ま
す
食
教
育
の
必
要
性
が
拡
大

し
て
き
て
い
る
。 

　
現
在
唱
え
ら
れ
て
い
る
食
育
は
、

さ
ら
に
環
境
問
題
や
教
育
問
題

な
ど
、よ
り
広
い
問
題
と
関
連
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、注
目
す

べ
き
こ
と
と
し
て
、前
記
の
よ
う
な

一
九
世
紀
以
来
の
西
洋
的
近
代

科
学
の
言
説
だ
け
で
は
な
く
、ス

ロ
ー
フ
ー
ド
や
地
産
地
消
と
い
っ
た
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
反
近
代
的
ベ

ク
ト
ル
を
有
す
る
言
説
も
か
か
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。た
だ
し
、こ
う
し
た
食
に

関
す
る
反
近
代
的
言
説
は
、農
本
主
義
や
ヴ
ェ
ジ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、す
で
に
一

九
世
紀
末
の
欧
米
諸
国
に
お
い
て
登
場
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、こ
う
し
て
み
る
と
、広
い
意
味
で

の
食
育
は
、国
家
的
レ
ベ
ル
の
政
策
と
密
接
に
か
か
わ

り
つ
つ
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
食
と
い
う

営
み
は
、人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
本
源
的
な
も
の
で

あ
る
が
故
に
、食
に
か
か
わ
る
知
の
伝
達
と
し
て
の
食

育
は
、洋
の
東
西
を
問
わ
ず
国
家
や
社
会
に
と
っ
て

も
最
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

　
以
上
、か
ん
た
ん
に
歴
史
学（
西
洋
史
）の
観
点
か

ら
、食
育
や
家
族
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
て
き
た
。
家

族
史
研
究
の
方
か
ら
み
る
と
、家
庭
内
で
の
食
育
は
、

必
ず
し
も
古
く
か
ら
の
自
明
の
伝
統
と
い
え
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。む
し
ろ
食
の
教
育
は
、

近
代
国
民
国
家
の
歴
史
に
お
い
て
、国
家
や
社
会
の

要
請
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

現
在
わ
が
国
で
、政
府
が
じ
き
じ
き
に「
食
育
基
本
法
」

を
制
定
し
、各
省
庁
が
食
育
の
分
野
で
競
い
合
う
よ

う
に
種
々
の
施
策
を
打
ち
出
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、

こ
う
し
た
歴
史
的
発
展
の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
ま
た
、今
日
の
食
育
の
運
動

の
一
部
に
お
い
て
、「
正
し
い
食
習
慣
」
を
国
民
に
対

し
て
啓
蒙（
教
化
）し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
、や
や
も

す
る
と
押
し
つ
け
が
ま
し
い
と
も
い
え
る
傾
向
が
あ
る

と
い
う
こ
と
も
、食
教
育
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
説
明

で
き
る
と
い
え
よ
う
。 

　
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、ポ
ス
ト
国
民
国
家
の
時
代
と
い

わ
れ
る
現
在
に
お
い
て
、国
家
だ
け
が
食
教
育
を
独
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食育 の時代と

　　　家庭の 食卓

特集 

食
卓
か
ら
考
え
る
食
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

Ⅱ 



京
都
橘
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授
。
専
門
分
野
は
西
洋
史

学
、食
文
化
研
究
。
著
書
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
舌
は
ど
う
変
わ
っ

た
か
―
十
九
世
紀
食
卓
革
命
―
』（
講
談
社
）
、『
世
界
の
食
文

化
１８
ド
イ
ツ
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
、『
身
体
と
医
療
の
教

育
社
会
史
』（
共
著
、昭
和
堂
）、『
新
・
食
文
化
入
門
』（
共
編
著
）

な
ど
。 

　
南
　
直
人
（
み
な
み
・
な
お
と
） 

CEL
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占
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
市
民
社
会
や
非
政
府

集
団
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、食
教
育
の
課
題
は
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
環
境
問
題
や
食
料
問

題
な
ど
、二
一
世
紀
を
迎
え
る
地
球
規
模
で
の
食
を

め
ぐ
る
課
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
現
状
を
か
ん
が
み

れ
ば
、そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
、食
を
め
ぐ
る
学
問

知
と
経
験
知
を
い
か
に
統
合
し
て
、次
世
代
に
伝
達

し
て
い
く
か
、と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
食
育

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
す

る
食
育
は
、伝
統
や
健
全
な
家
庭
と
い
っ
た
古
く
さ
い

道
徳
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、よ
り
広
い
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の

中
で
構
築
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
学

校
教
育
や
子
ど
も
の
し
つ
け
と
い
っ
た
問
題
も
重
要

で
あ
り
、そ
の
た
め
に
食
育
を
推
進
す
る
と
い
う
の
も

あ
っ
て
よ
い
。し
か
し
、子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
べ
き
は

よ
り
広
い
内
容
で
あ
り
、二
一
世
紀
に
生
き
る
地
球

市
民
と
し
て
の
食
の
知
識
と
コ
モ
ン
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。 

　
ま
た
、食
教
育
は
子
ど
も
だ
け
が
対
象
で
は
な
い
。

む
し
ろ
大
人
に
対
す
る
食
育
が
必
要
で
あ
る
。こ
れ

は
単
に
子
ど
も
に
教
え
る
た
め
大
人
が
必
要
と
す
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、大

人
自
身
の
た
め
に
必
要
な

の
で
あ
る
。そ
の
際
に
、健

康
を
維
持
す
る
た
め
の

食
の
知
識
は
最
低
限
必

要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、そ
う
し
た

医
者
や
栄
養
学
者
が
説

く
よ
う
な
自
然
科
学
的

知
識
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
ろ
う
。
食
事
は
人
生

の
大
き
な
楽
し
み
の
ひ
と

つ
な
の
で
あ
る
か
ら
、そ
し

て
、一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
前
半
に
か
け

て
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の「
食
哲
学
者
」ブ
リ
ア
＝
サ
ヴ

ァ
ラ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、食
は
そ
の
人
の
人
と
な
り

を
反
映
す
る
鏡
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、毎
日
の

食
生
活
の
中
で
も（
動
物
的
満
腹
感
だ
け
で
は
な
く
）、

知
的
な
満
足
感
や
娯
楽
的
要
素
が
大
い
に
必
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
食
文
化
研
究
は
、そ
う
し
た
食
に
関
す
る
知
識
を

提
供
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
し
た
学
問
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
し
、大
人
の
食
生
活
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
知

的
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
私
も
食
の
歴
史
研
究
者
と
し
て
、食

の
歴
史
に
関
す
る
知
を
で
き
る
だ
け
修
得
し
、大
人

が
よ
り
充
実
し
た
食
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
か
た
ち
で
、そ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
で
、さ
さ

や
か
な
が
ら
食
育
に
貢
献
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

ブリア＝サヴァラン 
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