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﹁
帝
国
﹂
史
と
し
て
の
日
本
研
究

︱
日
文
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
試
み

劉
　
　
　
建
　
輝

モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
か
ら
の
脱
却
を
指
標
と
す
る
「
開
か
れ
た
歴
史
」
が
唱
え
ら
れ
て
久
し

い
。
中
で
も
、
具
体
的
に
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
構
築
を
主
張
す
る
声
が
近
年
、
学
会
等
で

特
に
よ
く
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、
実
践
上
の
困
難
が
相
当
大
き
い
の
だ
ろ
う
か
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
の
「
現

場
」
を
覗
い
て
み
る
と
、
な
か
な
か
そ
の
成
果
を
見
付
け
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
き
わ
め
て
魅
力

的
で
有
意
義
な
挑
戦
で
あ
る
が
、
や
や
「
理
論
」
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
確
実
に
言
え

る
の
は
、
こ
こ
数
年
、
日
文
研
で
は
、
そ
う
し
た
歴
史
の
脱
構
築
を
目
指
す
共
同
研
究
会
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
実
に
数
多
く
主
催
、
ま
た
は
開
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
あ

た
か
も
主
宰
者
同
士
が
事
前
に
相
談
し
合
っ
た
か
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
帝
国
」
と
い
う
枠
組
み
を
設
定

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
果
敢
に
こ
の
課
題
に
挑
戦
し
て
い
る
。

な
ぜ
「
帝
国
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
各
企
画
者
や
参
加
者
の
長
年
に
わ
た
る
学
問
的
営
為
が

来
す
べ
く
し
て
来
し
た
当
然
の
内
的
帰
趨
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
私
は
彼
ら
の
主
催
、
ま
た
は
開
催
の
意

図
を
か
っ
て
に
代
弁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
資
格
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
手
前
味
噌
で
は
な
は
だ
恐

縮
だ
が
、
こ
こ
で
、
私
自
身
が
い
か
な
る
思
惑
で
こ
れ
ら
の
研
究
会
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
り
、
そ
こ
で
い

か
な
る
問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
か
を
説
明
し
、
い
さ
さ
か
で
も
昨
今
の
日
文
研
の
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
紹
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介
し
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、
近
代
日
本
は
、
世
界
的
に
西
洋
に
遅
れ
た
後
発
的
国
民
国
家
と
し
て
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
域
内

的
に
周
囲
に
先
ん
じ
て
西
洋
文
明
を
実
践
し
た
近
代
国
家
と
し
て
、
当
初
か
ら
国
民
国
家
的
構
築
と
近
代
帝
国

的
構
築
を
同
時
進
行
的
に
進
め
ざ
る
を
得
な
い
運
命
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
後
進
的
帝
国
と
同

様
、
一
見
相
反
す
る
力
学
が
終
始
互
換
的
に
働
き
、
ま
さ
に
両
者
が
合
わ
せ
て
そ
の
近
代
的
成
立
を
支
え
て
き

た
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
日
本
は
「
脱
亜
」
し
た
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
周
縁
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
そ
存
在
し

続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
む
ろ
ん
、
前
近
代
に
お
い
て
も
そ
れ
は
つ
ね
に
東
ア
ジ
ア
域
内
の
秩
序
と

接
続
し
て
い
た
し
、
ま
た
近
代
以
降
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に

統
合
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
両
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
割
愛
さ
せ
て
頂
く
）。
し
か
し
、

従
来
の
歴
史
学
で
は
、
あ
た
か
も
一
つ
の
前
提
の
よ
う
に
、
そ
の
出
発
点
か
ら
「
近
代
」
な
い
し
は
「
国
家
」

を
自
ら
の
思
惟
す
る
枠
組
み
、
ま
た
は
物
差
し
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
周
縁
と
の
互
換
か
つ
横
断
的
な

関
連
が
必
然
的
に
後
景
化
し
て
し
ま
い
、
た
と
え
そ
れ
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
て
も
、
結
局
は
植
民
地
へ
の
工

業
化
等
の
遂
行
を
強
調
す
る
近
代
化
論
に
な
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
へ
の
経
済
的
搾
取
を
強
調
す
る
収
奪

論
に
な
る
と
い
う
、
い
ず
れ
も
一
方
通
行
的
な
も
の
に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
む
ろ
ん
、
前
近
代
的
秩
序
、
ま
た
そ
の
後
の
資
本
主
義
的
「
世
界

シ
ス
テ
ム
」
と
の
関
連
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
論
上
の
再
布
置
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
域
内

の
こ
の
数
百
年
の
歴
史
（
中
華
秩
序
の
崩
壊
と
近
代
日
本
の
勃
興
）
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
ま
ず
「
帝
国
」

と
い
う
「
単
位
」
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
枠
組
み
の
中
に
日
本
お
よ
び
そ
の
周
縁
を
解
き
放
つ
べ
き
だ
ろ
う
。
ど

こ
ま
で
共
有
し
て
も
ら
え
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
一
国
史
観
的
な
近
代
日
本
研
究
を
止
揚
し
、
あ
ら
た

め
て
世
界
史
的
に
そ
の
存
在
を
位
置
付
け
る
最
初
の
一
歩
だ
と
、
私
は
信
じ
て
い
る
。
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さ
て
、
日
文
研
で
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
の
「
帝
国
」
史
、
な
い
し
は
「
帝
国
」
論
の
構
築
は
一
体
ど
う
い
う

も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
直
近
の
共
同
研
究
だ
け
を
見
て
も
、「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ

ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」（
鈴
木
貞
美
教
授
主
宰
）「
東
ア
ジ
ア
近
現
代
に
お
け
る
知
的
交
流
―
概
念
編
成
を

中
心
に
」（
右
に
同
じ
）「
植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
支
配
と
地
域
社
会
」（
松
田
利
彦
教
授
主
宰
）「
植
民
地

帝
国
日
本
に
お
け
る
知
と
権
力
」（
右
に
同
じ
）「
新
大
陸
の
日
系
移
民
の
歴
史
と
文
化
」（
細
川
周
平
教
授
主

宰
）「
帝
国
と
高
等
教
育
―
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
」（
酒
井
哲
哉
客
員
教
授
主
宰
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
他
に
も
関

連
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
国
際
会
議
等
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
れ
を
逐
一
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い

が
、
私
自
身
が
関
わ
っ
た
も
の
を
い
く
つ
か
並
べ
て
そ
の
一
端
を
提
示
し
よ
う
。

一
つ
目
は
、
東
ア
ジ
ア
域
内
に
お
け
る
近
代
概
念
な
い
し
は
言
説
の
成
立
と
流
布
を
め
ぐ
る
探
求
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
お
も
に
退
職
さ
れ
た
鈴
木
貞
美
氏
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
十
数
年
に
わ
た
り
、
共
同
研

究
、
国
際
研
究
集
会
、
ま
た
科
学
研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
を
通
し
て
、
ま
さ
に
大
々
的
に
進
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
近
代
諸
概
念
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
近
代
諸
言
説
（
文
学
、
芸
術
等
）

が
い
か
に
帝
国
日
本
を
中
心
に
生
成
し
、
ま
た
そ
の
周
縁
と
の
往
還
運
動
の
中
で
補
強
さ
れ
な
が
ら
、
一
つ
の

権
力
体
系
を
形
成
し
て
い
っ
た
か
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
ま
だ
す
べ
て
に
つ
い
て
解
明

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
個
々
の
概
念
や
言
説
が
伝
統
的
な
意
味
合
い
を
背
負
い
な
が
ら
も
い
か
に
近
代
的

に
再
編
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
東
ア
ジ
ア
域
内
で
流
布
、
浸
透
し
て
い
た
か
と
い
う
全
体
的

な
把
握
が
よ
う
や
く
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
日
本
帝
国
の
植
民
地
、
占
領
地
、
中
で
も
と
り
わ
け
旧
「
満
洲
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
こ
十
数
年
、
私
が
共
同
研
究
「
近
代
中
国
東
北
部
（
旧
満
洲
）
文
化
に
関
す
る
総
合
研
究
」「『
満

洲
』
学
の
整
理
と
再
編
」
等
を
通
し
て
進
め
て
き
た
課
題
で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
、
先
ほ
ど
も
触
れ
た
従
来
の
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「
近
代
化
論
」「
収
奪
論
」
と
い
う
、
い
わ
ば
二
項
対
立
的
な
認
識
布
置
か
ら
脱
却
し
、
で
き
る
だ
け
帝
国
日
本

と
植
民
地
「
満
洲
」
を
一
つ
の
共
時
的
、
横
断
的
な
連
関
構
造
の
中
に
還
元
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る

「
近
代
」
そ
の
も
の
の
両
義
性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
目
的
は
か
な
ら
ず
し
も

達
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
今
後
も
引
き
続
き
模
索
す
る
予
定
で
あ
る
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、
近
現
代
日
本
人
海
外
移
民
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構

「
日
本
関
連
在
外
資
料
の
調
査
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
B
「
近
現
代
に
お
け
る
日
本
人
移
民
と
そ
の
環
境
に
関

す
る
在
外
資
料
の
調
査
と
研
究
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
前
責
任
者
鈴
木
貞
美
氏
の
退
職
に
伴
い
、
今
、
私
が
ま

と
め
役
を
務
め
て
い
る
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
帝
国
の
一
要
素
を
構
成
す
る
海
外
移
民
に
つ
い
て
、
従
来
も
多

く
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
特
に
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
現
地
、
つ
ま
り
移
植
民
地

社
会
と
の
関
係
で
あ
る
。
帝
国
の
体
現
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
余
計
」
者
で
も
あ
る
移
民
た
ち
が
現
地

で
い
か
な
る
活
動
を
展
開
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
国
日
本
と
移
植
民
地
と
の
関
連
性
を

構
造
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

四
つ
目
は
、
東
ア
ジ
ア
域
内
に
お
け
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
海
外
移
民
と
同
様
、
帝
国
圏
内
の
旅

行
も
そ
の
成
立
と
存
続
を
支
え
る
も
の
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。
日
文
研
で
は
、
白
幡
洋
三
郎
氏
を
中
心
に
、
長

年
に
わ
た
っ
て
国
内
外
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
関
連
の
第
一
次
資
料
を
収
集
し
て
き
た
。
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
外

地
」
の
風
景
等
を
内
容
と
す
る
絵
葉
書
や
帝
国
圏
内
各
地
の
旅
行
案
内
、
各
植
民
地
、
占
領
地
の
地
図
が
数
多

く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
現
地
状
況
や
人
的
移
動
な
ど
多
方
面
の
情
報
源
と
し
て
植
民
地
、
占
領
地
、
さ

ら
に
帝
国
そ
の
も
の
の
認
識
に
大
き
く
貢
献
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
一
表
象
体
と
し
て
、
そ
こ
に
無
限
の
文
化

的
分
析
材
料
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
今
年
度
か
ら
す
で
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
お
り
、
今
後
内
外
の

研
究
者
と
協
力
し
な
が
ら
鋭
意
、
整
理
・
分
析
作
業
を
進
め
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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以
上
、
き
わ
め
て
概
略
的
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
国
」
史
の
構
築
と
関
連
し
、
か
つ
私
が
関
わ
っ
て
い
る
日

文
研
内
の
諸
研
究
課
題
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
け
っ
し
て
一
人
や
二
人
で
実
現

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
か
な
ら
ず
多
く
の
研
究
者
と
一
緒
に
挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
掛
か
り
な
テ
ー

マ
で
あ
る
。
そ
し
て
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
大
言
壮
語
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
い
ず
れ
も
ま
だ
す
べ
て
道
半
ば
で
、

今
後
こ
そ
ま
さ
に
正
念
場
を
迎
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
特
集
の
意
図
す
る
？
「
日
本
」
研
究
の
真
の
脱
構
築

は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

広
く
長
く
、
そ
し
て
深
く

︱
外
国
人
研
究
者
と
つ
き
あ
う
法

鈴
　
木
　
貞
　
美

三
月
末
に
定
年
退
職
し
て
三
か
月
経
つ
。
二
五
年
間
、
な
ん
と
慌
た
だ
し
い
日
々
を
送
っ
て
き
た
こ
と
か
、

と
我
な
が
ら
呆
れ
は
て
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
ば
か
り
な
の
で
、

悔
や
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
著
作
の
不
足
や
不
備
は
補
い
を
つ
け
な
が
ら
、
せ
い
ぜ
い
、
仕
上
げ
を
楽
し

ん
で
ゆ
き
た
い
。

本
誌
の
編
集
長
が
、
海
外
の
研
究
者
と
の
つ
き
あ
い
方
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
書
き
遺
せ
と
い
う
。
影
の
声
は
、

こ
う
さ
さ
や
い
て
い
る
。
鈴
木
は
ろ
く
に
語
学
も
で
き
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
年
に
五
回
も
六
回
も
海
外
の
シ


