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うえだ・まさあき 1927年兵庫県生ま

れ 京都大学大学院文学研究科修了 京大

教授 大阪女子大学学長など歴任 現在は

アジア史学会長 社叢学会理事長 専門は

日本・東アジア古代史 著書は 大和朝廷

帰化人 古代伝承史の研究 上田正昭

著作集 など多数

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

蟋
蟀

き
り
ぎ
り
す

戸と

に
あ
り

（

月

日
ご
ろ
）

木
積

凜
穂
さ
ん

書
家

■

墨
の
香
り
に
込
め
る
思
い

蟋
蟀
は
コ
オ
ロ
ギ
の
こ
と
で
す
が
、
こ

の
場
合
は
コ
オ
ロ
ギ
の
古
名
で
キ
リ
ギ
リ

ス
と
読
み
ま
す
。
涼
し
げ
な
鳴
き
声
で
秋

の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
昆
虫
で

す
。
そ
の
秋
の
虫
が
い
つ
の
ま
に
か
庭
か

ら
家
に
入
っ
て
き
て
、
土
間
や
縁
の
下
で

鳴
き
始
め
る
季
節
と
い
う
こ
と
で
す
。
清

少
納
言
は
『
枕
草
子
』
の
中
で
好
ま
し
い

虫
と
し
て
「
ス
ズ
ム
シ
、
ヒ
グ
ラ
シ
、
テ

フ
、
キ
リ
ギ
リ
ス
、
ハ
タ
オ
リ
、
ワ
レ
カ

ラ
、
ヒ
オ
ム
シ
、
ホ
タ
ル
」
を
挙
げ
て
い

ま
す
。
現
代
の
私
た
ち
は
こ
の
う
ち
、
い

く
つ
の
虫
を
思
い
起
こ
せ
る
で
し
ょ
う

か
。

年
間
書
道
に
支
え
ら
れ
生
き
て
き

た
。
辛
い
時
も
白
い
和
紙
に
向
か
い
、
墨

を
す
る
と
、
そ
の
香
り
に
癒

い
や

さ
れ
、
ま
た

言
う
事
を
き
い
て
く
れ
な
い
わ
が
子
の
よ

う
な
筆
と
格
闘
し
て
い
る
う
ち
に
自
分
を

白
紙
に
戻
せ
た
。

書
き
損
じ
の
和
紙
が
山
の
よ
う
に
た
ま

る
。
け
れ
ど
、
懸
命
な
心
を
受
け
止
め
て

く
れ
た
、
そ
れ
ら
を
容
易
に
は
捨
て
ら
れ

ず
、
フ
ラ
イ
パ
ン
を
ふ
い
た
り
、
あ
れ
こ

れ
再
利
用
を
考
え
る
。
あ
る
日
の
夕

ゆ
う

餉
げ

に

は
、
天
ぷ
ら
の
下
に
万
葉
集
が
書
か
れ
て

い
た
り
。

私
が
創
作
し
た
「
ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ

書

ａ
ｒ
ｔ
」は
篆

て
ん

書
し
ょ

の
絵
画
的
な
面
白
さ
、

得
も
言
わ
れ
ぬ
墨
の
香
り
に
込
め
ら
れ
た

一
言
に
重
ね
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

へ
の
慈
し
み
の
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

今
月

日
か
ら
遊
筆
町
家
凜
穂
（
京
都
市

中
京
区
）
で
催
す
「
ひ
と
と
ひ
と
と
ひ
と

と
こ
ろ
」
二
人
展
に
も
、
こ
の
よ
う
な
思

い
を
込
め
た
。

あ
ら
ゆ
る
事
が
電
子
の
頭
脳
と
機
械
の

手
で
な
さ
れ
る
便
利
な
世
の
中
だ
か
ら
こ

そ
、
墨
の
奏
で
る
世
界
の
優
し
さ
奥
深
さ

を
多
く
の
方
に
伝
え
届
け
た
い
。

そ
し
て
、一
人
一
人
の
温
か
な
思
い
が
、

こ
の
美
し
い
地
球
を
元
気
な
姿
に
戻
し
、

未
来
の
子
供
た
ち
に
渡
す
こ
と
を
願
い
つ

つ
、
精
一
杯
私
の
役
目
を
果
た
し
て
い
き

た
い
。

（
次
回

月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
佐
川
印
刷
副
会
長
の
木
下
豊
子
さ

ん
で
す
）

日本人は自然の中に神を見いだ

してきた 下鴨神社・糺の森
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
際
、
お
二
人
の
先

輩
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
た
。

一
つ
は
、
東
京
大
の
著
名
な
物
理
学
の
教
授

で
文
人
で
も
あ
っ
た
寺
田
寅
彦
先
生
の
言
葉

だ
。
寺
田
先
生
は
、
昭
和

（
１
９
３
５
）
年

月
に

歳
の
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
た
が
、
最

晩
年
の
論
文
に「
日
本
人
の
自
然
観
」が
あ
り
、

学
生
時
代
に
読
ん
で
非
常
に
感
動
し
た
。
そ
の

な
か
で
寺
田
先
生
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
は

自
然
と
対
決
し
て
発
展
し
た
が
、
日
本
の
学
問

は
「
自
然
と
調
和
す
る
知
恵
と
そ
の
経
験
を
蓄

積
し
て
発
展
し
て
き
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
欧
米
の
学
問
は
自
然
を
克
服
す
る

こ
と
に
重
点
を
置
い
た
が
、
日
本
の
学
問
は
、

自
然
と
調
和
す
る
知
恵
と
そ
の
体
験
を
蓄
積
し

て
き
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
学
問

は
多
く
が
欧
米
型
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
寺
田

先
生
が
い
わ
れ
た
の
と
逆
の
方
向
を
歩
ん
で
き

た
と
、
東
日
本
大
震
災
の
地
震
、
大
津
波
、
福

島
第
１
原
発
の

事
故
の
な
か
で

痛
感
し
た
。

も
う
一
つ
思

い
出
し

た

の

は
、
友
人
で
も

あ
っ
た
司
馬
遼

太
郎
さ
ん
の
言

葉
だ
。
司
馬
さ

ん
は
平

成

８

（
１
９
９
６
）

年
２
月
に
、

歳
で
亡
く
な
っ
た
が
、
小
学
６
年
生
の
国
語
の

教
科
書
に「
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
君
た
ち
へ
」

を
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
司
馬
さ
ん
の
若
者

へ
の
遺
言
と
も
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
司
馬
さ

ん
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
歴
史
の
中
の
人
々
は
、
自
然
を
お
そ
れ
、

そ
の
力
を
あ
が
め
、
自
分
た
ち
の
上
に
あ
る
も

の
と
し
て
身
を
つ
つ
し
ん
で
き
た
。
そ
の
態
度

は
、
近
代
や
現
代
に
入
っ
て
少
し
ゆ
ら
い
だ
。

人
間
こ
そ
、
い
ち
ば
ん
え
ら
い
存
在
だ
。
と

い
う
、思
い
上
が
っ
た
考
え
が
頭
を
も
た
げ
た
」

た
し
か
に
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
多

く
の
日
本
人
は
戦
後
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま

っ
た
。

平
成

（
２
０
０
２
）
年
５
月

日
、
私
た

ち
有
志
が
中
心
に
な
り
、
日
本
文
学
研
究
者
の

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
さ
ん
を
は
じ
め
内
外
の
人

に
呼
び
か
け
て
、
「
社

し
ゃ

叢
そ
う

学
会
」
を
立
ち
上
げ

た
。
聖
な
る
樹
林
、
特
に
「
鎮
守
の
森
」
が
象

徴
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
自
然
の
中
に
神
を

見
い
だ
し
、
自
然
を
あ
が
め
、
自
然
と
調
和
し

て
歩
ん
で
き
た
。
そ
の
姿
は
ま
さ
に
、
鎮
守
の

森
の
歴
史
と
文
化
に
内
在
す
る
と
私
た
ち
は
思

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
思
い
起
こ
す
の
は
明
治
時
代
の
神
社

合
併
だ
。
優
れ
た
生
物
学
者
で
民
俗
学
者
の
南

方
熊
楠
が
合
併
反
対
に
動
き
、
明
治

（
１
９

１
２
）
年
、
雑
誌
「
日
本
及
日
本
人
」
に
「
神

社
合
併
反
対
意
見
」
の
大
論
文
を
書
い
た
。
熊

楠
は
そ
の
中
で
七
つ
の
反
対
理
由
を
の
べ
て
い

る
。
私
が
感
動
し
た
の
は
、
第
２
番
目
の
理
由

と
し
て
「
合

ご
う

祀
し

は
人
民
の
融
和
を
妨
げ
、
自
治

機
関
の
運
用
を
阻
害
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

点
だ
。
日
本
で
は

世
紀
の
南
北
朝
の
こ
ろ
か

ら
、
神
社
が
村
の
寄
り
合
い
の
場
に
な
り
、
自

治
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
村
の
長
を
選
び
、
掟

を
定
め
る
。
相
撲
や
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
も
行
わ

れ
る
。
鎮
守
の
森
は
、
現
代
で
い
え
ば
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
。
熊
楠
は

そ
の
こ
と
を
見
事
に
指
摘
し
て
い
る
。

２
０
０
１
年
、
は
か
ら
ず
も
歌
会
始
の
召
人

に
選
ば
れ
、
新
世
紀
へ
の
願
い
を
こ
め
て
歌
を

詠
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
「
山
川
も
草
木
も
人

も
共
生
の
い
の
ち
輝
け
新
し
き
世
に
」
。
共
生

と
い
う
言
葉
は
近
年
、
共
に
生
き
る
「
と
も
い

き
」の
側
面
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、『
古

事
記
』
で
は
「
共
生
」
を
共
に
生
む
「
と
も
う

み
」
と
読
ん
で
い
る
。
日
本
人
は
自
然
と
調
和

し
、
共
に
生
き
、
共
に
生
み
だ
す
歴
史
と
文
化

の
道
を
歩
ん
で
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
日
本

人
の
知
恵
を
再
発
見
し
た
い
。
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