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第 1部　実験の史学をめぐって

Ⅰ
　
柳
田
国
男
論
と
私 

1
　

　
こ
れ
か
ら
「
世
界
史
の
実
験
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
話
そ
う
と
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
実
は
私
が
話

す
の
は
、
柳
田
国
男
が
一
九
三
五
年
に
書
い
た
「
実
験
の
史
学
」
と
い
う
論
文
に
つ
い
て
で
す
。
四
十
数
年
前

に
柳
田
論
を
書
い
た
と
き
に
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
で
す
が
、
最
近
に
な
っ
て
根
本
的
に
考
え
直
し

た
。
先
ず
そ
の
経
緯
を
お
話
し
ま
す
。

　
私
は
一
九
六
〇
年
に
大
学
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
学
部
で
は
経
済
学
を
専
攻
し
、
そ
れ
か
ら
大
学
院
の
英
文

科
に
進
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
学
部
の
半
ば
頃
か
ら
、
将
来
文
学
批
評
を
や
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
い

う
の
も
、
文
学
批
評
な
ら
、
自
分
が
興
味
を
も
つ
こ
と
を
何
で
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。
実
際
、
私
に
は
考
え
た
い
こ
と
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
ず
狭
義
の
文
学
批
評
か
ら
始
め
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
私
は
、
文
学
で
な
け
れ
ば
扱
え
な
い
よ
う
な
問
題
を
か
か
え
て
い
た
の
で
す
。

　
私
は
一
九
六
九
年
に
夏
目
漱
石
論
で
群
像
新
人
文
学
賞（
評
論
部
門
）を
受
賞
し
た
後
、
文
学
評
論
を
数
多
く

書
き
、
一
九
七
二
年
に
そ
れ
ら
を
『
畏
怖
す
る
人
間
』、
つ
ぎ
に
『
意
味
と
い
う
病
』
と
い
う
本
に
ま
と
め
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
文
学
評
論
が
物
足
り
な
く
な
っ
て
き
て
、
一
九
七
三
年
ご
ろ
に
、
文
学
以
外
の
評

論
を
試
み
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
「
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
」
で
、
も
う
一
つ
は
「
柳
田
国
男
試
論
」

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
雑
誌
に
連
載
し
た
の
で
す
が
、
対
象
が
異
な
る
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
構
想
し
準
備

し
て
い
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
必
然
的
に
交
錯
す
る
も
の
で
し
た
。

　
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
関
し
て
、「
そ
の
可
能
性
の
中
心
」
を
見
る
と
い
う
の
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
し

ょ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
体
系
的
な
思
想
家
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
史
的
唯
物
論
、
弁
証

法
的
唯
物
論
、
あ
る
い
は
『
資
本
論
』
に
見
出
さ
れ
る
。
日
本
で
は
そ
の
こ
ろ
、
吉
本
隆
明
が
初
期
マ
ル
ク
ス

（
疎
外
論
）、
廣
松
渉
が
中
期
マ
ル
ク
ス（
史
的
唯
物
論
）に
依
拠
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
新
た
に
体
系
的
に

把
握
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
が
考
え
た
の
は
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
こ
と
で
す
。
私
は
後
期
の

『
資
本
論
』
に
依
拠
し
て
マ
ル
ク
ス
を
考
え
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
経
済
学
者
宇
野
弘
蔵
が
い
う
こ
と
と

も
違
っ
て
い
ま
し
た
。

　
い
う
な
れ
ば
、
私
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
核
心
を
、
通
常
彼
の
著
作
に
お
い
て
中
心
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
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い
た
よ
う
な
所
で
は
な
く
、
周
縁
に
求
め
た
の
で
す
。
し
か
し
、
私
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス

自
身
の
言
葉
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
、
と
い
え
ま
す
。
彼
は
一
八
五
八
年
に
、
ラ
サ
ー
ル
宛
書
簡
で
、
か
つ
て
学

位
論
文
と
し
て
書
い
た
「
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
差
異
」
に
関
し
て
、
こ
う
述
べ
た
。

　
君
が
こ
の
仕
事
で
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
困
難
は
、
僕
も
約
一
八
年
ま
え
に
も
っ
と
ず
っ
と
や

さ
し
い
哲
学
者
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
仕
事
│
│
つ
ま
り
断
片
か
ら
の
全
体
系
の
叙
述
を
や
っ

た
の
で
、
僕
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
つ
い
で
だ
が
、
こ
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
場

合
と
同
じ
よ
う
に
、
体
系
は
た
だ
そ
れ
自
体

0

0

0

0

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
著
作
の
な
か
に
あ
る
だ
け
で
、
意
識
的
な
体
系

化
の
な
か
に
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
僕
は
確
信
し
て
い
る
。
そ
の
仕
事
に
体
系
的
な
形
を
あ
た
え
て
い
る
哲

学
者
た
ち
、
た
と
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
で
さ
え
、
彼
の
体
系
の
本
当
の
内
的
構
造
は
、
彼
に
よ
っ
て
体
系

が
意
識
的
に
叙
述
さ
れ
た
形
式
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
い
る
。（
マ
ル
ク
ス
か
ら
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ラ
サ

ー
ル（
在
ベ
ル
リ
ン
）へ
、
一
八
五
八
年
五
月
三
一
日
『
マ
ル
ク
ス
=
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
29
巻
』
大
月
書
店
）

　
私
は
マ
ル
ク
ス
の
「
体
系
」
に
つ
い
て
、
同
様
に
考
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。『
資
本
論
』
は
へ
ー
ゲ
ル

の
論
理
的
体
系
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
マ
ル
ク
ス
の
「
内
的
体
系
」
は
そ
こ
に
は
な
い
。
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で
は
、
ど
こ
に
見
出
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
経
済
学
で
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
、
生
産
が
中
心
で
、
交
換

は
二
次
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
の
見
る
限
り
、
マ
ル
ク
ス
は
生
産
よ
り
も
交
換
を
重
視
し
た
の

で
す
。
そ
も
そ
も
物
の
「
価
値
」
は
交
換
に
お
い
て
生
じ
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
交
換
は
け
っ
し
て
容
易
な

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
物
々
交
換
も
難
し
い
し
、
貨
幣
に
よ
る
交
換
も
難
し
い
。
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
商

品
が
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
「
命
が
け
の
飛
躍salto m

ortale

」
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
ス
ミ
ス
は
、
商

品
の
価
値
は
そ
の
生
産
に
要
し
た
労
働（
時
間
）だ
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
商
品
は
売
れ
な
け
れ
ば
価
値

が
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
な
哲
学
は
、
精
神
に
よ
る
「
生
産
」
活
動
を
と
ら
え
た
も
の
で
す
が
、

こ
こ
に
は
他
者
と
の
「
交
換
」
と
い
う
契
機
が
欠
落
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
へ
ー
ゲ
ル

哲
学
を
単
に
〝
唯
物
論
的
に
転
倒
〞
し
て
も
出
て
こ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
弁
証
法
的
唯
物
論
と
称
す
る
観
念
論
に

な
る
だ
け
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
真
に
「
転
倒
」
す
る
た
め
に
は
、
生
産
で
は
な
く
、
交
換
と
い
う
観
点
が

必
要
な
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
「
転
倒
」
し
た
思
想
家
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

『
死
に
い
た
る
病
』
を
書
い
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
し
ょ
う
。
彼
は
い
わ
ば
「
交
換
」
を
重
視
し
た
の
で
す
。
例

え
ば
、
彼
は
神
へ
の
信
仰
を
「
命
が
け
の
飛
躍
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
な
し
え
な
い
状
態
を
「
絶
望

│
│
死
に
い
た
る
病
」
と
呼
び
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
売
れ
な
か
っ
た
商
品
、
つ
ま
り
交
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換
に
失
敗
し
た
商
品
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
対
象
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
と
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
同
じ
問
題
を
考
え
て
い
た
と
い
え
る
の
で
す
。
二
人
は
同
時
代
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
哲
学
に
も
経
済
学
に
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
私
は
そ
れ
を
文
学
評
論
と
し

て
書
い
た
の
で
す
。
現
在
私
は
「
生
産
様
式
か
ら
交
換
様
式
へ
」（『
世
界
史
の
構
造
』）と
い
う
こ
と
を
唱
え
て
い

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
の
始
ま
り
は
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
要
す
る
に
、
私
は
マ
ル
ク
ス
に

関
し
て
、
人
が
見
よ
う
と
し
な
い
何
か
を
見
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
私
の
い
う
「
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中

心
」
で
す
。

　
一
方
、
私
は
柳
田
国
男
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
と
い
え
ま
す
。
柳
田
国
男
の
学
問
は
、

雑
多
な
領
域
、
文
学
、
農
政
学
、
民
俗
学
、
人
類
学
、
宗
教
学
、
言
語
学
な
ど
の
多
領
域
に
及
ぶ
。
そ
れ
は
体

系
的
で
は
な
い
し
、
体
系
化
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
ゆ
え
に
、
当
時
そ
れ
は
「
柳
田
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
名
づ
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
吉
本
隆
明
は
、
こ
う
批
判
し
ま
し
た
。

《
柳
田
国
男
の
方
法
を
、
ど
こ
ま
で
た
ど
っ
て
も
「
抽
象
」
と
い
う
も
の
の
本
質
的
な
意
味
は
、
け
っ
し
て
生

れ
て
こ
な
い
。
珠
子
玉
と
珠
子
玉
を
「
勘
」
で
つ
な
ぐ
空
間
的
な
拡
が
り
が
続
く
だ
け
で
あ
る
》（「
無
方
法
の
方

法
」）。
そ
し
て
、
彼
は
柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
』
を
材
料
に
し
て
、『
共
同
幻
想
論
』
を
書
い
た
。
つ
ま
り
、

「
数
珠
玉
」
を
集
め
た
柳
田
の
本
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
抽
象
」
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
と
づ
く
体
系
的
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な
認
識
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

　
し
か
し
、
私
が
柳
田
国
男
試
論
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
は
、
そ
れ
に
対
し
て
異
議
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
私

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。

　
吉
本〔
隆
明
〕氏
は
柳
田
の
方
法
を
「
無
方
法
の
方
法
」
と
よ
ん
だ
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
ぬ
。
彼
の
中
に

は
一
貫
し
た
方
法
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
柳
田
学
は
体
系
的
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

『
エ
セ
ー
』
が
体
系
的
で
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
利
用
す
べ
き（
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
反
キ
リ
ス
ト
教
徒

も
）な
ま
の
素
材
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
に
は
、
そ
の
叙
述
形
式
と
は

べ
つ
に
一
つ
の
明
瞭
な
内
的
体
系
が
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
に
、
柳
田
学
の
中
に
も
一
見
そ
う
み
え
る
も
の
と
は
べ
つ
の
一
つ
の
内
的
体
系
が
あ
る
。
そ
れ

を
つ
か
む
か
わ
り
に
、
柳
田
学
を
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
〝
抽
象
〞
の
本
質
と
は
無
縁
で
あ
る
。
む

し
ろ
柳
田
は
、
そ
の
種
の
抽
象
が
自
己
完
結
し
た
と
た
ん
に
、
い
つ
も
別
の
相
貌
を
以
て
あ
ら
わ
れ
る
。
私

は
何
を
知
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
永
遠
的
な
問
い
か
け
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（「
柳
田
国
男
試

論
」『
柳
田
国
男
論
』
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
）
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い
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
で
私
は
「
柳
田
国
男
そ
の
可
能
性
の
中
心
」
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
啖
呵
を
切
っ
た
も
の
の
、
私
は
柳
田
国
男
の
仕
事
に
「
内
的
体
系
」
あ
る
い
は
「
方
法
」
を
見
出

す
こ
と
に
成
功
し
た
気
が
し
な
か
っ
た
。
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て
考
え
て
み
よ
う
、
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

そ
の
機
会
が
ま
も
な
く
訪
れ
た
。
と
同
時
に
、
そ
の
機
会
が
失
わ
れ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　
私
は
そ
の
翌
年
、
一
九
七
五
年
に
渡
米
し
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
明
治
文
学
に
つ
い
て
講
義
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
明
治
文
学
全
般
に
つ
い
て
論
じ
る
ほ
ど
の
専
門
知
識
は
な
い
。
だ
か
ら
、
私
の
講
義
は
、

柳
田
国
男
論
で
考
え
た
こ
と
を
中
心
に
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
時
に
考
え
た
こ
と
を
、
の
ち
に
ま
と
め
て
、

『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
一
九
八
〇
年
）を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
方
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、

私
は
先
ず
「
風
景
の
発
見
」
と
い
う
主
題
を
論
じ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
柳
田
国
男
論
か
ら
来
る
も

の
で
す
。
風
景
が
、
近
代
文
学
、
と
い
う
よ
り
、
近
代
の
思
想
に
お
い
て
鍵
と
な
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
柳

田
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
に
悟
っ
た
の
で
す
。

　『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
に
は
、
他
に
柳
田
に
直
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、「
児
童
の
発
見
」
と
い
う

一
章
が
あ
り
ま
す
。
柳
田
は
、
近
代
文
学
と
と
も
に
始
ま
っ
た
「
童
話
」
に
対
し
て
否
定
的
で
し
た
。
か
つ
て

昔
話
は
、
大
人
と
子
供
の
区
別
な
く
語
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
残
酷
で
、
卑
猥
な
所
が
多
い
。
子
供
は
わ
か
る
範

囲
で
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
に
お
い
て
、
昔
話
は
、
グ
リ
ム
童
話
が
そ
う
で
あ
る
よ
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う
に
児
童
向
け
に
書
き
直
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
児
童
」
は
、
近
代
に
お
い
て
創
り
出
さ
れ
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
風
景
と
同
様
に
、
そ
れ
は
近
代
の
制
度
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
童
話
だ
け
で
な
く
、

大
人
の
文
学（
近
代
文
学
）も
そ
の
中
に
入
る
の
で
す
が
。

　
そ
の
意
味
で
、
私
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
、
柳
田
国
男
論
を
再
考
し
た
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
、
そ
れ

と
と
も
に
柳
田
に
つ
い
て
の
関
心
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
か
わ
っ
て
関
心
が
大
き
く
な
っ
た
の
は
、「
マ
ル
ク

ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
」
の
方
で
す
。
私
は
イ
ェ
ー
ル
で
知
り
合
っ
た
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
教
授
に
見
せ
る
た

め
に
、「
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
」
を
英
語
に
訳
す
と
と
も
に
、
大
幅
に
書
き
直
し
た
。
そ
の
時
点
で
、

「
群
像
」
に
発
表
し
た
当
初
の
も
の
と
は
、
か
な
り
異
な
る
視
点
を
と
っ
た
の
で
す
。
具
体
的
に
い
う
と
、
商

品
交
換
を
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
見
る
言
語
学
的
な
観
点
に
立
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
、

一
九
七
八
年
に
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
』
と
し
て
本
に
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
以
後
私
は
、
他
者
と
の
交
換
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
存
す
る
問
題
を
根
本
的
に
考
え
直
そ
う
と
試

み
ま
し
た
。
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
考
察
を
言
語
論
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
、
数
学
基
礎
論
へ
と
進
め
た
。
八
〇

年
代
以
後
は
、「
探
究
」
と
題
し
た
連
載
で
、
哲
学
的
な
仕
事
を
続
け
ま
し
た
。『
探
究
Ⅰ
』
か
ら
『
探
究
Ⅱ
』

へ
。
続
い
て
「
探
究
Ⅲ
」
を
書
い
て
い
た
と
き
、
私
は
「
交
換
様
式
」
を
着
想
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
「
探
究

Ⅲ
」
は
、
最
終
的
に
『
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
と
改
題
し
て
本
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
二
〇
世
紀
の
末
で
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