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黄
文
雄
の
｢歴
史
と
は
何
か
｣

黄

文

雄

の

東

史
と
は

何
か
一

<
日
･中
･台
･韓

∨
の
歴
史
の
差
異
を

巨
視
的
に
と
ら
え
る

歴

史
戦

に

勝

つ
た
め
に

-

･

日･中･台･韓の歴史を比較検証

文明と歴史の関係を
鮮やかに解明する!
◎歴史とは何か◎中華文明の原理
◎中国の残虐な戦争の歴史

◎人を殺さないで発展した日本の歴史

◎日本を平和の中で発展させたのは天皇の存在だ

◎中華文明から仕掛けられた歴史戦にEl本噂 け ない方法は
J

黄

文
雄

黄
文
雄

著
書
二
〇
〇
冊
余

論
文
等

一
二
〇
〇
編
超
-

J
の
本
は

私
の
歴
史
書
の

集
大
成
で止



第

=
阜

歴
史
と
は
何
か

｢

認
識
さ
れ
た
過
去
の
事
実
は
過
去
の
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
い

二

｢認
識
｣
と
い
う
こ
と
の
厳
密
な
意
味

≡
.
｢認
識
｣
と
生
の
衝
動
に
基
づ
く
共
通
の
尺
度

七 六 五 四八
.

関
心
の
大
き
さ
に
基
づ
き
歴
史
の
記
述
が
技
る

歴
史
へ
の
関
心
は
文
化
や
文
明
に
よ
っ
て
異
な
る

歴
史
認
識
の
う
ち
最
も
多
く
存
在
す
る
の
は
自
己
へ
の
歴
史
認
識

意
味
を
読
み
取
る
た
め
に
比
較
を
必
要
と
す
る
理
由

歴
史
認
識
か
ら
影
響
を
受
け
る
人
間
の
歴
史
的
行
動

九

地
政
学
的
に
影
響
を
受
け
る
歴
史
的
行
動

十
.
｢史
説
｣
と
｢史
観
｣
に
つ
い
て

第
二
章

中
華
文
明
の
原
理

六 五 四 三 二 一

中
華
文
明
の
淵
源
と
し
て
の
黄
河
文
明

｢国
家
｣
に
代
わ
る
｢天
下
｣

中
華
文
明
の
中
核
と
な
る
戦
争
の
意
味

論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
易
姓
革
命
の
政
治
理
論

｢民
｣
｢人
民
｣
の
通
性

近
代
国
家
の
｢国
家
文
明
｣
と
の
比
較

第
三
章

中
国
の
残
虐
な
戦
争
の
歴
史

｢

中
国
古
代
の
戦
争

87



二

中
国
初
期
の
｢京
観
｣
と
｢万
人
坑
｣
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

三

侯
景
の
引
き
起
こ
し
た
｢南
京
大
虐
殺
｣

四
.
唐
の
時
代
は
食
入
文
化
の
最
盛
期
だ
っ
た

五
.
明
代
の
戦
争

六
.
清
と
中
華
文
明

七

辛
亥
革
命
以
降
の
中
国

第
聖

早

人
を
殺
さ
な
い
で
発
展
し
た
日
本
の
歴
史

｢

考
古
学
か
ら
見
た
日
本

.

二
.
壬
申
の
乱
-
皇
位
を
め
ぐ
る
最
大
の
戦
争

三

殺
生
を
嫌

っ
た
日
本
の
文
化

四
.
武
士
道
と
は
何
か

五

日
本
に
食
入
文
化
は
な
い

第
五
章

日
本
を
平
和
の
中
で
発
展
さ
せ
た
の
は
天
皇
の
存
在
だ

七 六 五 四 三 二 ｢

古
代
の
天
皇

中
世
の
天
皇

江
戸
時
代
の
天
皇

天
皇
の
存
在
あ
っ
て
克
服
で
き
た
幕
末
の
危
機

偉
大
な
る
明
治
維
新

五
箇
条
の
御
誓
文
と
大
日
本
帝
国
憲
法

現
行
憲
法
の
奇
妙
な
解
釈

第
六
章

中
華
文
明
か
ら
仕
掛
け
ら
れ
た
歴
史
戦
に
日
本
が
負
け
な
い
方
法
は

｢

日
本
は
世
界
の
た
め
に
歴
史
戦
に
負
け
て
は
な
ら
な
い

二
･
歴
史
観
に
必
要
な
巨
視
的
に
全
体
像
を
見
る
眼

三
･
歴
史
戦
に
勝
つ
た
め
に
は
ま
ず
は
日
本
国
内
を
撃

(
よ

四

国
連
な
ど
あ
ら
ゆ
る
国
際
組
紋
を
活
用
す
る

55



五
.
領
土
問
題
も
国
連
な
ど
国
際
機
構
で
解
決
す
る

六
.
歴
史
戦
は
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
も
の

七
.
歴
史
戦
を
超
え
て

虚田こ
の
書
を
振
り
返
っ
て

著
者

非

文
雄

新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
全
前
会
長

杉
原

誠
四
価

歴
史
と
は
史
実
に
拘
束
さ
れ
た
主
観

歴
史
は
自
己
認
識
か
ら
始
ま
る

｢天
下
｣
は
｢国
家
｣
で
は
な
い

鄭
小
平
の
過
ち

こ
れ
ほ
ど
人
を
殺
し
た
歴
史
は
な
い

孔
子
は
人
肉
を
食
べ
な
か
っ
た

日
本
の
歴
史
を
見
る
に
は
地
政
学
の
ほ
か
に
生
態
学
も
必
要

壬
申
の
乱
で
も
百
姓
を
殺
す
な
と
言
っ
た

天
皇
は
日
本
の
歴
史
の
結
晶

公
民
教
科
書
と
､
権
威
と
権
力
の
分
離

｢大
日
本
帝
国
｣
は
日
本
歴
史
の
精
華

韓
国
や
台
湾
は
大
日
本
帝
国
の
輝
か
し
い
遺
産

自
虐
的
に
な
-
す
ぎ
て
い
る
歴
史
教
育

外
務
省
は
何
を
し
て
い
る
の
か

教
科
書
で
戦
う
歴
史
戦

ぜ
ひ
と
も
教
科
書
づ
-
-
に
協
力
を

歴
史
戦
は
国
連
で
戦
え

歴
史
戦
は
｢超
限
戦
｣
の
中
の

一
つ

素
晴
ら
し
か
っ
た
オ
パ
マ
大
統
領
の
広
島
訪
問

黄

文
雄

･
主
要
著
書

一
覧

242





史
観
は
国
家
'
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
け
で
な
く
､
文
化
､
宗
教
に
よ
っ
て
も
違
う
｡
さ
ら
に
利
害
関
係
に

ハ

よ
っ
て
も
違
う
O
偶
人
や
団
体
だ
け
で
な
く
'
世
界
の
潮
流
に
よ
っ
て
も
'
時
代
に
よ
っ
て
も
変
化
が
あ
る
O

日
本
で
の
戦
後
の
歴
史
を
め
ぐ
る
｢認
識
｣
の
対
立
は
､
同
様
に
台
湾
に
も
あ
っ
た
0
台
湾
で
は
歴
史
教
科
譜

は
国
定
で
あ
る
.
歴
史
教
科
詔
の
改
編
を
め
ぐ
っ
て
'
九
〇
年
代
に
｢歴
史
教
科
討
改
編
｣
理
由
を
説
明
す
る
会

場
を
中
国
人
グ
ル
ー
プ
が
製
撃
す
る
と
い
う
恭
力
事
件
や
ら
､
李
単
称
時
代
'
中
国
人
が
つ
と
め
て
い
る
中
学

校
の
校
長
が
中
学
生
の
社
会
科
の
新
し
い
教
科
苔
の
採
用
を
拒
否
す
る
事
件
が
あ
っ
た
｡

日
本
の
高
校
生
は
'
こ
と
に
受
験
生
は
'
大
学
受
験
に
熱
中
し
て
い
る
｡
台
湾
の
高
校
生
は
､
大
学
生
が
｢ひ

ま
わ
り
運
軌
｣
で
'
国
会
議
事
堂
に
あ
た
る
エ議

院
を
占
拠
し
た
後
､
高
校
生
も
反
教
科
書
運
動
に
立
ち
あ

が
っ
た
O

戦
後
の
南
の
韓
国
と
北
の
北
朝
鮮
は
､
同
じ
歴
史
'
文
化
'
民
族
'
言
語
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
歴
史
認

,Lk<'

識
の
相
異
の
た
め
へ
近
現
代
史
だ
け
で
な

く
'
李
朝
か
ら
高
瀧
朝
ま
で
に

遡

っ

て
'
史
評
と
史
観
ま
で
ち
が
う
.

も
っ
と
極
端
な
の
は
'
南
北
両
国
と
も
国
連
に
加
盟
し
な
が
ら
'
両
国
と
も
相
手
国
の
現
実
的
な
存
在
を
認
知

し
な
い
.
日
本
政
府
も
'
無
理
押
し
さ
れ
て
､
北
朝
鮮
を
承
認
せ
ず
'
つ
ま
り
韓
国
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
非
現

実
的
建
前
を
受
け
入
れ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
韓
国
内
部
の
与
野
党
の
史
実
､
史
評
'
史
観
の
対
立
は
､
殊
に
｢順

北
派
｣
と
｢保
守
派
｣
と
の
対
立
は
両
極
端
で
あ
る
｡

さ
ら
に
高
句
歴
は
い
っ
た
い
ど
っ
ち
の
｢国
史
｣
か
を
め
ぐ
る
半
島
の
朝
鮮
と
大
陸
の
中
国
と
の
対
立
も
有

名
で
あ
る
｡

r

I

I
-

･1

-
-

1

-

-

L

塞

世
界
を
め
ぐ
る
史
観
の
対
立
は
,
-

年
来
ず
っ
と
も
め
に
も
め
て
き
た
｡
近
現
代
に
な
っ
て
か
ら
は
､

国
共
両
党
(国
民
党
と
共
産
党
)
が
対
立
す
る
だ
け
で
な
く
,
中
国
共
産
党
内
部
で
も
,
墓

に
つ
い
て
へ
一
応

党
挟
撃

左

動
乱
｣
に
し
た
も
の
の
,
毛
沢
束
に
つ
い
て
の
史
評
は
今
で
は
｢功
聾

々
｣
に
止
ま
っ
て
い

もーつたくと.り

る
｡
正
統
主
要

め
ぐ
っ
て
､
劉
知
幾
の
〃史
通
〟
は
南
北
朝
と
も
｢正
統
王
朝
｣
と
し
て
認
知
し
て
い
る
の
に

りゆう
ALt
き

対
し
､
司
馬
光
の
〝酔
態

〟
は
｢南
朝
L
L
か
｢

正
統
王
朝
｣
と
し
て
認
知
し
て
い
な
い
｡
監

野

五
代

目
)
は
満
州
人
の
中

国
統
治
に

つ
い
て
､
｢道
統
｣
(道
徳
的
正
統
性
)
を
唱
え
る
〃袈
裟

警

著
し
た
｡
中

国
と
い
う
存
在
は
,
大
元
や
大
酒
の
時
代
に
,
は
た
し
て
世
界
地
図
か
ら
消
え
た
の
か
､
｢そ
の

存
在
｣
に
つ
い

て
は
,
中
国
文
化
人
の
間
で
も
鷺

が
異
な
る
…

〇
世
紀
に
な
っ
て
,
｢革
命
の
父
｣
と
さ
れ
た
撃

､
｢中

華
民
国
｣
名
づ
け
の
親
と
さ
れ
る
｢国
学
大
師
｣
の
-

-

中
国
｢
二
度
亡
国
｣
諭
の
代
喬

存
在
で
あ
る
｡

し･･+う
へいりん

と
こ
ろ
で
イ
ン
ド
人
と
中
国
人
の
史
観
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
｡
イ
ン
ド
人
か
ら
す
れ
ば
｢歴
史
｣
は
た
だ
時

間
の
流
れ
の
経
過
の
一
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
O
人
間
に
と
っ
て
よ
り
大
切
な
の
は
'
た
と
え
ば
死
生
と

は
何
か
を
問
う
豪

な
ど
､
-

根
源
的
,
本
-

な
新
物
で
あ
る
｡
中
国
人
が
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
云
々
す

る
こ
と
に
対
し
て
は
,
イ
ン
ド
人
は
｢ど
う
で
も
好
い
こ
と
だ
｣
｢興
味
な
い
｡
撃

に
し
ろ
｣
と
い
う
｢歴
史
｣
意

識
し
か
な
い
｡
パ
キ
ス
タ
ン
と
は
同
課

で
も
,
｢-

｣
が
違
い
,
そ
れ
ぞ
れ
｢我
が
道
｣
に
別
れ
る
｡
｢オ
レ
の

道
を
行
く
｣
セ
イ
ロ
ン
(ス
リ
ラ
ン
カ
)
に
対
し
て
も
,
｢イ
ン
ド
は

一
つ
｣
と
か
｢絶
対
不
可
分
｣
と
か
｢統

一
L

た
い
｣
な
ど
と
は
言
わ
な
い
｡

で
は
中
国
人
と
は
本
当
に
そ
れ
ほ
ど
歴
史
大
-

か
と
い
う
と
､
決
し
て
号
っ
で
は
な
い
｡
史
実
に
近
い
歴



史
の
『三
国
志
』
よ
り
も
巷
間
の
大
河
小
説
で
あ
る
『三
国
志
演
義
』
の
方
が
好
き
で
あ
る
｡
『三
国
志
』
は
た
い

A?くちゅう
し

て
い
｢六
朝
史
｣
が
専
門
の
歴
史
学
者
以
外
に
は
,
歴
史
専
門
家
で
さ
え
あ
ま
り
読
ま
な
い
二

万
毛
沢
束
は

『三
国
志
浜
義
』
を
何
度
も
く
り
か
え
し
て
読
ん
だ
｡
政
治
闘
争
に
勝
つ
た
め
の
奥
の
手
と
し
て
読
ん
だ
の
で
あ

る
｡戦

後
日
本
の
歴
史
教
育
は
､
ロ
シ
ア
か
ら
｢社
会
革
命
｣

を
目
指
す
い
わ
ゆ
る
｢コ
ミ
ン
テ
ル
ン
史
観
｣
や
ア

メ
リ
カ
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
｢壁
賦
裁
判
史
観
｣
が
濃
い
影
を
落
と
し
た
｡
さ
ら
に
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は

｢中
華
史
観
｣
の
影
響
が
強
い
｡
｢コ
ミ
ン
テ
ル
ン
史
観
｣
や
｢東
京
裁
判
史
観
｣
は
私
が
観
る
と
こ
ろ
で
は
,
す
で

に
｢過
去
形
｣

で
あ
る
の
に
比
べ
て
､
中
韓
両
国
か
ら
の
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
強
要
な
ど
は
｢現
在
進
行
形
｣
で

あ
る
｡

私
は
小
学
五
､六
年
か
ら
､
中
学
､
高
校
時
代
と
も
､
中
華
民
国
の
伝
統
的
歴
史
教
育
を
受
け
た
の
で
､
い
わ

ゆ
る
｢
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
史
観
｣
に
も
｢壁
兄
裁
判
史
観
｣
に
も
洗
脳
さ
れ
な
か
っ
た
D
確
か
に
中
華
史
観
で
育
て

ら
れ
た
も
の
の
､
職
後
台
湾
の
中
華
民
国
体
制
は
多
く

の
台
湾
人
か
ら
す
れ
ば
,
外
来
の
｢華
僑
王
国
｣
と
見
倣

さ
れ
て
い
る
｡
台
湾
人
と
中
国
人
と
は
､
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
で
な
く
､
あ
ら
ゆ
る
両
で
む
し
ろ
対
立
関

係
に
あ
る
｡
毛
沢
娘
の
言
柴
を
借
り
れ
ば
｢対
立
矛
盾
｣
で
あ
る
の
で
､
歴
史
意
識
と
し
て
は
,
む
し
ろ
ア
ン
チ

中
華
史
観
が
ひ
そ
ん
で
い
る
｡

で
は
中
華
史
観
と
は
､
い
っ
た
い
ど
う
い
う
史
観
な
の
か
｡
最
も
簡
単
に
言
え
ば
『春
秋
』
が
説
く
｢華
夷
の

か
い

分
別
｣
｢春
秋
大
義
｣
｢尊
王
撰
夷
｣
と
『史
記
』
の
皇
帝
中
心
史
観
､
そ
し
て
『資
治
通
鑑
』
の
正
統
主
義
､
こ
れ
ら

苧
りふう
し

い

て
き

に
加
え
て
新
儒
学
と
し
て
の
朱
子
,
王
陽
明
,
王
夫
之
ら
三
大
儒
学
者
が
強
く
説
く
華
夷
分
別
の
思
想
'夷
秋

(異
民
準

の
虐
殺
を
中
国
語
の
表
現
で
｢天
珠
｣
と
llllEっ
て
正
当
化
す
る
､
自
己
中
心
主
義
と
優
越
性
を
強
調

す
る
中
華
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
､
い
わ
ゆ
る
中
華
史
観
で
あ
る
｡

中
華
思
想
と
中
華
史
観
の
洗
脳
教
育
で
育
て
ら
れ
た
台
拷
人
の
中
に
は
､
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た

ま
ま
で
い
る
人
も
大
勢
い
る
が
,
醒
め
た
眼
で
'
世
の
過
去
､
現
在
'
そ
し
て
未
来
ま
で
展
望
す
る
ア
ン
チ
中
華

史
観
の
人
も
少
な
く
な
い
｡
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
｡

戦
後
､
中
韓
か
ら
し
き
り
に
日
本
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣

に
基
づ
い
て

｢反
省
と
謝
罪
｣
を
繰
り
返
す
日
本
政
府
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
､
｢歴
里

で
は
な
く
､
｢政
治
｣
で

あ
る
｡

｢歴
史
｣
を
ど
う
認
識
す
る
か
｡
｢正
し
い
｣
か
｢正
し
く
な
い
｣
か
の
価
値
判
断
は
､
ど
ち
ら
が

よ
り
史
実
に
近

い
か
を
｢

省
察
｣
す
る
必
要
は
あ
る
が
､
｢反

省
｣
云
々
の
｢政
治
的
行
為
｣
に
振
り
回
さ
れ
る
必
要
は
ま
っ
た
く

な
い
｡

｢歴
史
｣
へ
の
自
由
や
｢歴
史
｣
か
ら
の
自
由
は
､
自
由
主
義
社
会
の
主
流
価
値
で
あ
り
､
自
由
主
義
国
家
の
国

体
も
政
体
も
そ
の
自
由
の
認
知
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
｡
全
体
主
義
国
家
に
は
そ
の
自
由
が
な
い
｡

だ
か
ら
,
中
国
の
言
う
｢正
し
い
歴
史
認
識
｣
は
､
全
体
主
義
的
歴
史
認
識
で
あ
っ
て
､
史
説
､
史
観
の
多
様

悼
,
多
元
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
許
容
,
認
知
す
る
だ
け
で
も
､
日
本
の
国
体
､
政
体
に
反
す
る
だ

け
で
な
く
､
憲
法
違
反
(琴

lO
条
伝

教
の
自
由
)
'
(第
三

条
表

規
の
自
由
)
で
も
あ
る
｡

よ
り
史
実
に
近
い
歴
史
の
省
察
,
検
証
か
ら
言
え
る
こ
と
は
'
日
本
近
現
代
史
の
史
評
で
'
｢万
死
に
値
す
る



大
罪
｣
と
言
え
る
の
は
､
｢峨
争
に
負
け
た
｣

こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
｡
私
と
は
ぼ
同
世
代
の
台

ノ

湾
入
の
多
数
が
そ
う
認
識
し
て
い
る
｡

私
の
知
っ
て
い
る
限
り
'
満
州
事
変
後
､
国
際
連
盟
で
｢日
本
は
む
し
ろ
被
害
者
｣
､
と
演
説
し
た
の
は
松
岡

ようすけ
洋
右
だ
け
で
あ
る
｡
よ
り
客
観
的
に
歴
史
の
空
間
(ス
ケ
ー
ル
)
を
広
げ
､
歴
史
の
時
間

(ス
パ
ン
)
を
も
っ
と
長

く
伸
ば
し
て
い
け
ば
､
近
現
代
史
に
お
い
て
日
本
の
貢
献
は
じ
つ
に
大
き
く
､
い
く
ら
評
価
し
て
も
､
し
過
ぎ

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
｡

私
は
日
本
近
現
代
史
の
史
実
の
再
検
証
を
本
書
で
進
め
た
い
O
読
者
に
は
､
歴
史
と
は
何
か
と
い
う
史
脈
を

養
い
､
全
体
主
義
史
観
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
｡

私
は
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
歴
史
背
を
書
い
て
き
た
が
､
私
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
背
の
集
大
成
と
し
て
､
こ

の
本
を
日
本
の
読
者
に
贈
り
た
い
｡


