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序デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
歴
史

―
―
柳
田
國
男
の
方
法
の
メ
デ
ィ
ア
論
的
検
証

大
塚
英
志

一
　
ゾ
ラ
「
実
験
小
説
論
」
と
自
然
主
義
運
動

柳
田
國
男
の
民
俗
学
の
特
徴
は
文
理
融
合
に
あ
る
、
と
言
う
と
多
く
の
人
々
は
困
惑
す
る
だ
ろ
う
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
日

本
の
近
代
に
於
い
て
「
文
」
と
「
理
」
に
一
人
の
人
間
の
中
で
分
化
さ
せ
る
必
要
の
な
か
っ
た
時
代
に
彼
の
学
問
も
萌
芽
し
た
。
柳

田
は
そ
の
人
生
で
幾
度
か
書
庫
に
引
き
籠
も
る
癖
が
あ
り
、
辻
川
時
代
の
旧
家
三
木
家
、
布
川
時
代
の
小
川
家
で
の
乱
読
が
知
ら
れ

る
が
、
上
京
後
、
兄
の
井
上
通
泰
に
託
さ
れ
た
森
鷗
外
の
書
庫
に
も
入
り
浸
っ
て
い
た
節
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
兄
通
泰
は
医
師
で
あ

り
歌
人
で
あ
る
。
鷗
外
の
中
に
「
文
」
と
「
理
」
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
は
説
明
の
必
要
も
な
い
。
そ
う
い
っ
た
時
代
相
に
あ
っ

て
柳
田
が
彼
の
文
学
、
あ
る
い
は
後
に
民
俗
学
と
暫
定
的
に
名
乗
る
彼
の
学
問
が
理
系
的
で
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
柳
田
が
「
実

験
」
の
語
を
好
ん
で
用
い
る
こ
と
は
近
年
、
柄
谷
行
人
が
議
論
の
対
象
と
し
た
こ
と
で
注
目
を
浴
び
る
が
、
そ
れ
は
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ

ラ
の
「
実
験
小
説
論
」
に
於
け
る
「
実
験
」
が
出
自
で
あ
り
、
彼
の
自
然
主
義
の
「
自
然
」
は
自
然
科
学
と
し
て
の
「
自
然
」
だ

っ
た
。
岩
本
通
弥
は
柳
田
が
『
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
』
第
一
章
（
柳
田 

一
九
三
一
）
の
冒
頭
で
「
実
験
法
」「
方
法
」「
注
別
」「
調
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査
」「
観
察
」
と
い
っ
た
「
自
然
科
学
の
論
文
と
見
間
違
う
ほ
ど
の
用
語
法
で
、
文
章
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
」（
岩
本 

二
〇
二
一
）

こ
と
に
注
意
を
促
す
。
そ
れ
は
同
書
の
目
論
見
が
「
実
験
の
史
学
」
の
延
長
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
自
然
主
義
と

言
う
と
私
た
ち
は
近
代
文
学
に
於
け
る
「
私
小
説
」
と
同
義
と
す
る
先
入
観
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
連
想
さ
れ
る
田
山
花
袋

の
小
説
『
蒲
団
』
に
柳
田
が
不
満
で
あ
っ
た
こ
と
を
中
途
半
端
に
柳
田
の
回
想
あ
た
り
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
と
こ
の
自
然
主
義
の
問

題
が
見
え
に
く
く
な
る
。『
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
』
は
一
九
三
一
年
刊
だ
が
、
前
年
に
死
ん
だ
田
山
花
袋
の
追
悼
文
で
柳
田
は
こ

う
記
し
て
い
る
。

だ
か
ら
文
芸
は
ま
ず
個
々
の
実
験
者
が
、
各
自
の
分
担
し
た
部
分
を
あ
り
の
ま
ま
に
報
告
し
て
く
れ
る
様
に
、
改
造
せ
ら
れ
る

必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
協
力
し
て
新
た
な
る
人
生
観
を
組
立
て
る
と
い
う
ま
で
は
、
あ
る
い
は
ま
だ
意
識
せ
ら
れ
て

居
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
兎
に
角
に
自
然
主
義
運
動
の
、
自
然
の
論
理
は
そ
こ
へ
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て

今
で
は
既
に
予
期
以
上
の
承
認
を
受
け
て
居
る
と
私
は
思
う
。 

（
柳
田 

一
九
三
〇
）

つ
ま
り
自
身
と
花
袋
を
同
じ
「
自
然
主
義
運
動
」
の
盟
友
と
し
て
認
め
て
い
る
。
無
論
、
柳
田
に
は
幻
の
先
住
民
の
末
裔
を
列
島

の
歴
史
に
夢
見
て
し
ま
う
ロ
マ
ン
主
義
的
側
面
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
暴
走
を
「
ロ
オ
マ
ン
ス
の
シ
イ
ン
の
中
」（
田
山 

一
九
一
八
）
に

入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
都
度
、
小
説
の
中
で
諌
め
揶
揄
し
た
の
が
花
袋
で
あ
っ
た
。

注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
花
袋
と
柳
田
の
文
学
は
対
象
の
「
観
察
」
と
い
う
「
実
験
法
」
に
於
い
て
共
通
だ
っ
た
が
、
し
か
し

そ
の
対
象
が
異
な
っ
た
こ
と
だ
。
ま
だ
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
学
」
を
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
一
八
九
八
年
夏
、
伊
良
湖
に
滞
在
、

そ
こ
に
花
袋
が
合
流
す
る
。
彼
ら
は
同
じ
風
景
や
人
々
の
生
活
を
観
察
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
伊
勢
の
海
」（
柳
田 

一
九
〇
二
）、「
伊

良
湖
半
島
」（
田
山 

一
八
九
九
）
と
し
て
残
す
が
、
柳
田
は
「
海
辺
の
習
わ
し
」、
海
村
の
人
々
の
生
活
習
慣
の
具
体
相
を
、
花
袋
は

「
我
が
沈
み
な
る
胸
」、
つ
ま
り
「
私
」
の
気
持
を
優
先
し
て
書
き
残
す
。
こ
の
よ
う
に
柳
田
と
花
袋
の
違
い
は
「
習
慣
」（「
民
俗
」）
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と
「
私
」
と
い
う
そ
の
「
文
学
」
が
や
が
て
向
け
る
こ
と
に
な
る
対
象
の
違
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
柳
田
が
「
自
然
主
義
」
を

こ
う
揶
揄
し
て
い
た
注
意
し
て
い
い
。

自
然
主
義
も
い
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
素
人
写
真
の
習
い
立
て
に
友
人
や
兄
弟
ば
か
り
を
写
し
て
い
て
は
仕
方
が
な
い
。

も
う
少
し
想
像
の
力
を
養
っ
て
、
大
に
新
ら
し
い
領
域
へ
入
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
不
可
と
思
う
。 

（
柳
田 

一
九
〇
九
）

柳
田
は
「
写
真
」
を
自
然
主
義
の
方
法
に
比
喩
し
た
上
で
、
そ
れ
を
ミ
ニ
マ
ム
な
領
域
に
向
け
る
「
文
芸
」
を
批
判
し
、「
新
し

い
領
域
」、
つ
ま
り
そ
の
対
象
を
拡
大
せ
よ
と
言
う
。
こ
の
「
新
し
い
領
域
」
と
は
一
つ
は
「
習
慣
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
海
村
の

小
さ
な
そ
れ
で
な
く
「
歴
史
」
や
「
習
慣
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
第
二
の
自
然
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
花
袋
の
『
重
右
衛
門
の
最

期
』
の
冒
頭
で
掲
げ
ら
れ
た
文
章
で
使
わ
れ
た
語
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
「
第
二
の
自
然
」
に
規
定
さ
れ
た
「
個
人
の
先
天
的
解

剖
」
を
す
る
と
大
仰
に
宣
言
す
る
。「
解
剖
」
と
は
ゾ
ラ
「
実
験
小
説
論
」
が
「
実
験
」
の
例
と
し
て
医
師
の
解
剖
を
挙
げ
て
い
る

か
ら
で
、『
蒲
団
』
を
く
さ
し
た
柳
田
が
こ
の
小
説
は
「
同
情
が
あ
る
」
と
い
う
奇
妙
な
言
い
方
で
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
対

象
の
内
的
な
領
域
が
正
し
く
観
察
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
褒
め
こ
と
ば
で
あ
る
。
花
袋
が
「
習
慣
」
の
観
察
を
試
み
た
よ
う
に
柳

田
は
逆
に
人
間
の
内
面
に
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
重
要
な
の
は
「
実
験
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
柳
田
の
人
間
に
対

す
る
距
離
感
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
以
下
の
一
節
だ
。

よ
く
旅
行
を
す
る
と
其
の
先
々
で
夫
婦
喧
嘩
を
し
て
い
た
り
、
親
子
喧
嘩
を
し
て
い
る
の
を
聴
く
。
そ
れ
が
自
分
の
知
り
合
い

で
も
な
け
れ
ば
親
戚
で
も
な
い
。
全
く
自
分
と
没
交
渉
の
場
合
で
あ
る
と
、
や
は
り
同
じ
や
う
な
眼
、
即
ち
草
木
や
鳥
な
ど
に

対
す
る
と
、〔
…
…
〕
同
じ
よ
う
な
心
持
で
眺
め
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
其
処
に
い
ろ
い
ろ
な
感
じ
や
考
を
惹
き
起
こ
す
こ
と

が
出
来
て
、
い
ろ
い
ろ
の
興
味
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。 

（
柳
田 

一
九
〇
八
年
）
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人
間
を
自
然
物
に
比
す
る
よ
う
に
観
察
す
る
こ
と
で
「
感
じ
や
考
」
え
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
れ

が
「
同
情
」
で
あ
る
。
実
は
柳
田
に
と
っ
て
「
感
じ
」
と
い
う
極
め
て
主
観
的
な
あ
り
方
は
観
察
と
対
に
な
る
重
要
な
用
語
で
、
対

象
の
内
的
な
領
域
へ
の
観
察
を
意
味
す
る
。

『
遠
野
物
語
』
の
序
で
「
感
じ
た
る
ま
ま
に
」
書
い
た
と
記
し
た
の
は
そ
れ
が
柳
田
や
花
袋
、
更
に
は
国
木
田
独
歩
や
島
崎
藤
村
ら

の
柳
田
周
辺
の
文
学
グ
ル
ー
プ
が
彼
ら
の
自
然
主
義
文
学
の
方
法
を
形
容
し
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
か
ら
だ
。『
遠
野
物
語
』
は
遠
野

地
方
に
於
け
る
ま
さ
に
「
習
慣
」
を
記
述
し
た
が
同
時
に
そ
こ
に
「
感
じ
」、
つ
ま
り
「
同
情
」
に
よ
っ
て
後
に
柳
田
が
「
心
意
」

と
呼
ぶ
領
域
こ
そ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
柳
田
は
言
い
た
か
っ
た
わ
け
だ
。

以
上
、
か
つ
て
拙
著
（
大
塚 
二
〇
〇
七
）
の
中
で
論
じ
た
こ
と
の
主
旨
を
く
り
返
し
た
の
は
、
柳
田
の
理
系
性
の
出
発
点
を
確
認
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
観
察
」
の
対
象
が
一
つ
は
「
習
慣
や
歴
史
」、
も
う
一
つ
は
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
「
内
面
」
と
し
て
こ
の

時
点
で
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
前
者
は
「
民
間
伝
承
」、
後
者
は
「
心
意
伝
承
」
と
名
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
「
観
察
」
の
方
法
と
し
て
「
写
真
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
先
の
私
小
説
へ
の
揶
揄
か
ら
わ
か

る
の
は
「
写
真
」、
つ
ま
り
「
観
察
」
と
い
う
方
法
自
体
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
こ
の
「
写
真
」

へ
の
比
喩
に
よ
っ
て
柳
田
の
方
法
論
が
繰
り
返
し
説
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

二
　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
投
稿
空
間

柳
田
が
『
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
』
を
刊
行
後
の
一
九
三
〇
年
代
前
半
、
一
挙
に
彼
の
学
問
の
体
系
化
と
組
織
化
を
試
み
る
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
い
く
つ
も
の
「
方
法
」
に
つ
い
て
の
講
義
・
講
演
・
著
作
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

『
青
年
と
学
問
』
を
改
題
し
た
『
郷
土
研
究
十
講
』（
一
九
三
二
）、
一
九
三
三
年
に
は
木
曜
会
と
名
付
け
ら
れ
る
書
斎
で
の
講
義
は


