
〔巻
頭
随
想
〕

『弘
前
大
学
国
史
研
究
』
創
刊
の
頃虎

屋

俊

哉

本
誌
も
遂
に
第
百
号
を
迎
え
た
｡
久
し
ぶ
り
に
古
び
た
創
刊
号
を
手
に
し

て
み
る
と
､
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
出
が
走
馬
灯

の
如
く
脳
裡
を
過
ぎ
去
り
'
尽

き
せ
ぬ
感
懐
が
胸
裡
に
湧
-
｡
奥
付
に
は

｢
昭
和
三
十

1
年
十

l
月
三
十
日

発
行
｣
と
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
が
世
に
出
る
ま
で
に
は
､
実
は

一
年
以
上

の
前
史
が
あ

っ
た
｡

時
は
昭
和
三
十
年
三
月
十
日
'
丁
度
四
十

一
年
前

の
今
日
で
あ
る
｡
処
は

旧
制
弘
前
高
等
学
校

の
木
造
校
舎
を
引
き
継

い
だ
文
理
学
部

の
研
究
室
｡
私

は
最
も
身
近
な
先
輩
､
宮
崎
道
生
先
生
に
或
る
提
案
を
し
た
｡
そ
れ
は
弘
前

史
学
会
な

い
し
弘
前
史
学
研
究
会

の
創
立
と
､
そ
の
機
関
誌

『弘
前
史
学
』

の
創
刊
と
で
あ
る
｡
も
と
よ
り

い
ず
れ
も
仮
称
で
あ
る
が
､
敢
え
て

｢弘
前

大
学
｣
な

い
し

｢弘
大
｣
の
名
を
冠
し
な
か

っ
た
の
に
は
､

い
さ
さ
か
思
惑

が
あ

っ
た
｡
そ
の
時
､
私
は
着
任
し
て

一
年
半
余
で
､
三
十
歳
に
な

っ
た
ば

か
り
､
前
年
十

一
月

の
史
学
雑
誌
に

｢浄
御
原
令

の
班
田
法
と
大
宝
二
年
戸

籍
｣
を
発
表
し
て
､
当
面

の
研
究

テ
ー
マ
を
律
令
土
地
法
と
定
め
て
張
り

切

っ
て
い
た
し
､
宮
崎
先
生
も
確
か
三
十
七
.
八
歳
で
あ
ら
れ
､
新
井
白
石

の
研
究
に
没
頭
し
て
お
ら
れ
た
｡

昭
和
二
十
四
年
に
発
足
し
た
新
制
大
学
､
こ
と
に
地
方

の
国
立
新
制
大
学

は
､
ど
こ
も
貧
弱
な
施
設

･
蔵
書

･
予
算
に
苦
し
み
な
が
ら
'
そ
れ
で
も
新

生

の
活
気

に
溢
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
｡
と
り
わ
け
歴
史
学
こ
と
に
日
本
史

の
分
野
で
は
'
戦
前

の
研
究

の
蓄
積
か
ら
何
を
継
承
L
t
何
を
克
服
す

べ
き

か
｡
ま
た
従
来
の
い
わ
ゆ
る
郷
土
史
か
ら
脱
皮
し
て
､
ど
の
よ
う
な
新
し

い

地
方
史
像
を
築
く
べ
き
か
｡
個

々
人
の
意
識
の
深
浅

の
差
は
別
と
し
て
t
と

に
か
-
こ
う

い
う
思
い
が
活
気

の
源
に
あ

っ
た
と
見
て
過
た
な

い
で
あ
ろ
う
｡

国
公
私
立
を
問
わ
ず
､
各
大
学
の
教
官

二
竿
業
生
を
中
心
に

｢
○
○
大
学
史

学
会
｣
が
次
々
に
設
立
さ
れ
､
｢
○
大
史
学
｣
な

い
し
類
似

の
名
称

の
機
関

誌
が
紀
要
と
な
ら
ん
で
発
表

の
場
と
な

っ
て
い
た
の
は
､
こ
の
活
気

の
発
露

に
他
な
る
ま

い
｡

し
か
し
'
こ
の
点
で
弘
前
大
学
の
史
学
研
究
室
は
い
さ
さ
か
出
遅
れ
て
い

た
｡
尤
も
'
弘
前
大
学
人
文
社
会
学
会
と

い
う
､
学
部

の
壁
を
越
え
た
､
よ

-
守
備
範
囲

の
広

い
学
会
が
あ
り
､
『弘
前
大
学
人
文
社
会
』
と

い
う
活
版

の
機
関
誌
を
､
定
期
的
に
刊
行
し
て
い
て
､
そ
れ
な
り
に
発
表

の
場
を
提
供

し
て
い
た
し
､
ま
た
史
学
研
究
室

の
雰
囲
気
そ
の
も

の
が
非
常

に
学
究
的

だ

っ
た
た
め
に
､
却

っ
て
'
研
究
集
会

の
開
催
や
機
関
誌
の
発
行
な
ど
､
繁

多
な
雑
用
を
伴
う
新
し
い
学
会

の
結
成
を
敬
遠
す
る
よ
う
な
気
風
を
醸
成
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
｡
そ
の
間
の
事
情
は
新
参

の
私
に
は
よ
く
分
か
ら

な
か

っ
た
が
､
私
個
人
と
し
て
は

一
つ
だ
け
不
便
な
こ
と
が
あ

っ
た
｡
そ
れ

は
他
大
学
の
史
学
関
係

の
機
関
誌
が
交
換

の
形
で
寄
贈
さ
れ
て
来
な

い
た
め

に
､
そ
こ
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
読
む
の
に
､
大

い
に
時
間
と
手
間
を
要
す

る
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
｡
冒
頭
に
記
し
た
私
の
提
案
は
､
実

の
と
こ
ろ
､

こ
の
不
便
さ
を
解
消
し
た

い
と

い
う
､

い
さ
さ
か
功
利
的
な
動
機
を
含
ん
だ



も
の
で
あ

っ
た
｡
旧
来
の
郷
土
史
家
に
代
わ
る
新
し
い
地
方
史
の
専
門
家
を

育
て
る
場
を
作
-
た
い
と
い
う
目
論
み
も
あ

っ
た
し
､
卒
論
の
中
に
は
､
そ

の

一
部
な
り
と
も
公
に
し
て
や
り
た
い
と
の
思
い
に
駆
ら
れ
る
も
の
も
あ

っ

た
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
ら
の
方
が
主
で
あ
る
｡
さ
ら
に
言
え
ば
､
弘
前
大
学

関
係
者
以
外
の
津
軽
在
住
の
同
学
の
士
を
組
合
し
て
切
薩
の
場
を
広
げ
た
い

と
い
う
､
大
そ
れ
た
望
み
も
あ

っ
た
｡
前
記
の
提
案
に
敢
え
て

｢大
学
｣
の

名
を
入
れ
な
か

っ
た
思
惑
と
い
う
の
も
､
こ
の
辺
-
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
｡

し
か
し
同
時
に
､
こ
う

い
う
直
接
的
な
動
機
の
あ

っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
､
今
風
に
格
好
を
つ
け
て
言
え
ば
､
双
方
向
で
の
研
究
成
果
の
交
換
の
場

を
作
り
た
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
私
の
提
案
に
対
し
て
､
残
念
な
が
ら
宮
崎
先
生
か
ら
は

あ
ま
り
肯
定
的
な
ご
返
事
は
頂
け
な
か

っ
た
｡
多
分
な
に
か
然
る
べ
き
お
考

え
が
お
あ
り
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
後
､
学
年
末

･
学
年
始
め

の
多
忙
な
日
が
続
き
､
諸
行
事
が
漸
-

一
段
落
し
た
と
思
う
の
も
束
の
間
､

津
軽
の
短
い
春
を
詣
歌
す
る
観
桜
会

(当
時
は
桜
祭
り
だ
の
ゴ
ー
ル
デ
ン

･

ウ
イ
ー
ク
な
ど
の
言
葉
は
な
か

っ
た
)
を
迎
え
る
に
い
た

っ
て
､
私
も
先
き

の
提
案
を
蒸
し
返
す
気
も
薄
れ
､
徒
ら
に
時
は
流
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
｡

長
男
の
誕
生
に
よ

っ
て
､
何
か
と
そ
の
方
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
と
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
も
あ

っ
た
｡
先
生
の
方
に
も
い
ろ
い
ろ
お
忙
し
い
日
々
が
続
い
て
い

た
｡そ

の
後
の
細
か
い
経
緯
は
省
略
す
る
が
､
翌
年
の
某
日
､
こ
の
件
に
つ
い

て
先
生
の
ご
意
向
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
私
の
意
表
を

衝
-
も
の
で
あ

っ
た
｡
｢会
を
つ
-
る
の
も
機
関
誌
を
出
す
の
も
結
構
だ
が
､

そ
れ
な
ら
い
っ
そ
国
史
だ
け
で
や
っ
て
は
ど
う
で
す
か
｣
と
い
う
の
が
､
先

生
の
ご
意
向
で
あ

っ
た
｡
理
由
と
し
て
言
わ
れ
た
こ
と
は
､
東
洋
史

･
西
洋

史
の
専
攻
生

･
卒
業
生
は
数
が
少
な
-
､
学
外
の
研
究
者
も
津
軽
の
地
に
は

殆
ど
い
な
い
｡
従

っ
て
､
実
際
の
繁
多
な
雑
務
は
国
史
専
攻
の
者
の
肩
に
掛

か

っ
て
来
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
し
､
船
頭
が
多
-
な

っ
て
も
事
の
運

び
が
面
倒
に
な
る
だ
け
で
､
あ
ま
り
プ
ラ
ス
に
は
な
ら
な
い
｡
大
体
こ
う
い

う
こ
と
で
あ

っ
た
｡

な
る
ほ
ど
先
生
の
言
わ
れ
る
こ
と
は

一
理
も
二
理
も
あ
る
｡
し
か
し
､
当

時
､
新
設
の
他
大
学
に
こ
う
い
う
例
は
な
か

っ
た
｡
少
な
-
と
も
私
は
知
ら

な
か

っ
た
｡
た
だ
国
学
院
大
学
に
国
史
学
会
が
あ
り
､
『囲
史
学
』
と

い
う

機
関
誌
を
発
行
し
て
い
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
､
こ
れ
は
伝
統
的
に
国

史

･
国
文
を
中
心
と
し
て
多
-
の
教
員

･
大
学
院
生

二
牛
業
生
を
擁
す
る
国

学
院
大
学
だ
か
ら
出
来
る
こ
と
で
､
東
洋
史
二
名

･
西
洋
史
二
名
を
併
せ
て

も
教
官
の
総
勢
六
人
､
助
手
も
い
な
け
れ
ば
院
生
も
い
な
い
と
い
う
､
抄
た

る
我
が
史
学
研
究
室
､
し
か
も
そ
の
中
の
国
史
専
攻
だ
け
で
事
を
な
そ
う
と

い
う
の
は
､
い
さ
さ
か
荷
が
重

い
｡
少
し
で
も
メ
ン
バ
ー
が
多

い
方
が
い
い
｡

そ
れ
に
東
洋
史

･
西
洋
史
の
先
生
方
が
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
る
か
､
研
究
室

内
の
和
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て
も
困
る
｡
こ
う

い
う
思
い
が
さ

っ

と
脳
裡
を
駆
け
抜
け
た
が
､
宮
崎
先
生
と
て
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
の
上

で
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
､
無
駄
な
陳
弁
は
や
め
に
し
て
､
こ
の
線

で
や
っ
て
み
よ
う
と
腹
を
決
め
た
｡
会
名

･
誌
名
に
大
学
名
を
冠
す
る
こ
と

も
､
先
生
の
ご
意
向
に
従

っ
た
｡
お
ま
け
に
､
月
刊
は
無
理
で
も
せ
め
て
隔

月
刊
に
し
よ
う
と
決
め
た
の
だ
か
ら
､
思
え
ば
大
胆
不
敵
と
い
う
よ
り
無
茶
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と
い
う
べ
き
で
あ

っ
た
｡

果
た
し
て
'
そ
れ
か
ら
が
大
変
で
あ

っ
た
｡
創
刊
号
と
第
二
号
'
二
冊
分

の
原
稿
は
揃

っ
た
｡
編
集
も
終

っ
た
｡
両
面
印
刷
の
た
め
､
四

･
一
頁
､

二

二
二
頁
'
八

･
五
頁
の
順
に
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ガ
リ
版
は
'
経
験
豊
か
な

大
学
職
員
の

一
人
が
受
け
持

っ
て
く
れ
ら
れ
た
.
表
紙
に
使
う
誌
名
の
字
体

は
普
通
の
明
朝
体
で
は
飽
き
足
ら
な
い
と
'
こ
れ
ま
た
余
技
に
デ
ザ
イ
ン
を

得
意
と
す
る
大
学
職
員
の

一
人
が
わ
ざ
わ
ざ
描
き
起
こ
し
て
く
れ
ら
れ
た
｡

謄
写
印
刷

･
製
本

･
宛
名
書
き

･
発
送
は
全
部
国
史
専
攻
の
学
生
が
や
っ
て

-
れ
た
｡
い
ず
れ
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
の
賜
物
と
い
う
他
は
な
か

っ
た
｡

｢創
刊
の
辞
｣
は
'
宮
崎
先
生
に
お
願
い
し
た
が
'
お
前
が
書
け
と
い
う
ご

命
令
で
あ
る
｡
こ
の
理
由
は
今
も

っ
て
分
か
ら
な
い
が
､
先
生
の
ご
意
向
は

大
体
承
知
し
て
い
た
の
で
禿
筆
を
振
る

っ
て
お
目
に
か
け
た
が
'
特
に
ご
異

論
も
な
か

っ
た
｡
こ
う
し
て
昭
和
三
十

l
年
十

l
月
三
十
日
付
け
で
､
漸
-

創
刊
号
が
世
に
出
た
の
で
あ
る
｡
次
号
の
内
容
予
告
ま
で
載

っ
て
い
て
'
そ

の
点
は
立
派
な
も
の
だ
が
'
数
十
箇
所
の
正
誤
表
を
必
要
と
す
る
底
の
も
の

で
'
い
か
に
も
素
人
集
団
の
手
作
-
の
雑
誌
と
い
っ
た
感
じ
の
も
の
で
あ

っ

た
｡
こ
の
創
刊
号
を
制
作
し
た
時
'
お
手
本
に
し
た
の
は
'
や
は
り
謄
写
印

刷
で
出
て
い
た

『続
日
本
紀
研
究
』
誌
で
あ

っ
た
が
'
と
て
も
こ
れ
に
は
及

ば
ぬ
粗
末
な
体
裁
の
雑
誌
で
あ
る
｡
し
か
し
'
い
や
そ
れ
だ
け
に
'
製
本
の

済
ん
だ
最
初
の

一
冊
を
手
に
し
た
時
の
喜
び
は
大
き
か

っ
た
｡

最
後
に
'
後
日
談
と
い
う
程
の
こ
と
で
も
な
い
が
'
上
記
の
こ
と
に
関
連

し
て
記
憶
の
底
に
張
り
つ
い
て
い
る
も
の
を
三
つ
ほ
ど
紹
介
し
て
､
こ
の
蕪

稿
の
筆
を
摘
か
せ
て
頂
-
こ
と
と
す
る
｡

一
つ
は
'
或
る
年
の
東
北
史
学
会
の
席
上
で
の
こ
と
'
当
時
､
福
島
大
学

に
お
ら
れ
た
小
林
清
治
氏
か
ら

｢
国
史
だ
け
で
機
関
誌
を
出
さ
れ
た
の
は
よ

か
っ
た
で
す
ね
｡
羨
ま
し
い
で
す
よ
｣
と
言
わ
れ
た
こ
と
｡
ど
こ
の
大
学
に

も
似
た
よ
う
な
事
情
が
あ
る
ら
し
か

っ
た
｡

二
つ
目
は
'
十
号
ぐ
ら
い
出
た
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
か
'
東
大
の
国

史
研
究
室
の
書
架
に
ク
ロ
ス
裳
で
製
本
さ
れ
た
本
誌
を
見
出
し
た
こ
と
｡
な

に
か
漸
-
市
民
権
を
得
た
よ
う
で
嬉
し
か

っ
た
｡

三
つ
目
は
'
大
分
後
の
こ
と
だ
が
'
坂
本
太
郎
先
生
か
ら

｢
ほ
う
'
君
が

書
い
た
の
か
ね
｡
宮
崎
君
だ
と
ぽ

っ
か
り
思

っ
て
た
よ
｣
と
言
わ
れ
た
こ
と
｡

｢創
刊
の
辞
｣
の
こ
と
で
あ
る
が
､
か
な
-
古
め
か
し
い
文
体
で
'
今
で
も

思
い
出
す
た
び
に
冷
や
汗
が
流
れ
る
｡

元
気
と
街
気
と
が
同
居
し
て
い
た
あ
の
頃
｡
今
と
な

っ
て
は
'
却

っ
て
そ

の
若
さ
が
い
と
お
し
-
感
ぜ
ら
れ
る
｡
四
十
年
と
い
う
歳
月
は
や
は
り
長

い
｡

百
号
と
い
う
号
数
は
や
は
り
重
い
｡
第
百

一
号
か
ら
ま
た
新
た
な

一
歩
を
刻

む
本
誌
の
前
途
に
幸
あ
れ
と
念
じ
て
止
ま
な
い
｡
(平
成
八
年
三
月
十
日
稿
)

(と
し
お

･
と
し
や

本
会
顧
問

神
田
外
語
大
学
教
授
)
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