
叩

　
　

ゐ
た
が
、
博
士
の
擦
っ
た
ド
ー
ソ
ｙ
「
蒙
古
史
」

３

　
　

の
一
二
六
八
年
な
る
叛
眼
開
媚
の
年
次
は
要
す

　
　
　

る
に
ド
ー
ソ
ン
の
私
見
に
し
て
そ
の
出
所
は
元

　
　
　

史
地
理
志
に
あ
る
事
か
ら
、
博
士
の
所
謂
東
西

　
　
　

文
鰍
の
一
致
は
官
は
支
那
文
献
の
傅
へ
る
一
方

　
　
　

的
記
鉄
が
紺
路
を
異
に
し
っ
ｉ
再
び
相
會
し
た

　
　
　

も
の
と
断
じ
、
次
に
こ
の
元
史
地
理
志
の
「
至
元

　
　
　

五
体
海
都
叛
」
の
記
事
は
そ
れ
を
動
機
と
し
て

　
　
　

行
は
れ
た
議
連
の
出
使
が
西
方
史
料
に
よ
る
と

　
　
　

少
く
と
も
一
二
六
七
年
以
前
と
な
っ
て
事
官
と

　
　
　

符
合
せ
ず
、
従
っ
て
至
元
五
年
（
一
二
六
八
）

　
　
　

誕
は
成
立
せ
ざ
る
事
を
述
べ
、
然
ら
ば
こ
の
年

　
　
　

次
は
何
年
に
比
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
元
史
安

　
　
　

童
泌
の
記
絨
か
ら
先
づ
そ
の
上
限
が
至
元
二
年

　
　
　

八
月
に
あ
る
こ
と
を
定
め
次
に
至
元
二
年
八
月

　
　
　

以
後
、
同
五
年
以
前
と
い
ふ
限
界
内
に
海
都
叛

　
　
　

飢
の
年
次
を
最
も
正
確
に
傅
へ
る
史
料
と
し
て

　
　
　

マ
ル
コ
ー
ポ
ー
ロ
の
旅
行
記
を
皐
げ
、
そ
の
い

　
　
　

ふ
一
二
六
六
年
（
至
元
三
年
）
な
る
年
次
が
東

　
　
　

西
史
料
の
示
す
関
係
記
事
の
聞
に
何
等
矛
盾
を

　
　
　

生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
至
元
三
年
叛
飢
開

　
　
　

始
を
確
認
し
た
明
快
な
考
毘
で
あ
る
。

　
　
　
　

以
上
各
篇
に
つ
き
蕪
雑
な
る
紹
介
を
行
っ
た

　
　
　

が
、
東
洋
史
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
倚
こ
の

　
　
　

外
、
國
史
の
部
に
三
品
彭
英
氏
一
。
新
羅
と
高
句
の

麗
」
地
理
の
部
に
藤
田
元
春
氏
「
支
那
水
混
路

の
翌
催
と
そ
の
舟
」
考
古
學
の
部
に
梅
原
教
授

　

「
浙
江
省
紹
興
出
土
の
遺
物
と
其
の
澄
跡
」
水

野
清
一
氏
「
‘
付
法
蔵
傅
と
雲
岡
石
窟
」
島
田
貞

彦
氏
「
満
洲
熟
河
省
大
名
城
酸
見
の
筑
代
石
棺

等
に
つ
い
て
」
等
が
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お

く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
藤
原
利
一
郎
）

　
　
　

支
那
政
治
史
（
上
）

　
　
　
　
　

「
支
那
地
理
歴
史
大
系
」
第
四
編

　
　
　
　
　

昭
和
十
六
年
五
月
、
白
揚
此
諸
行

　
　
　
　
　

四
六
判
五
一
四
頁
、
定
價
參
圓

　

さ
き
に
支
那
地
理
歴
史
大
系
‘
第
七
編
と
し
て

　

「
支
那
結
會
史
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
我
々
は
支
那
結
會
史
の
最
も
重
要
問
題
は

階
級
問
題
で
あ
る
こ
と
Ｉ
階
級
問
題
が
結
會

史
の
重
要
問
題
の
全
て
で
あ
る
か
ど
う
か
の
是

非
は
別
と
し
て
ｉ
・
少
く
と
も
そ
れ
が
同
書
に

表
は
れ
た
執
筆
諸
氏
の
共
通
開
心
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
。
齢
會
史
に
闘
す
る
限
り
問
題
と
す

べ
き
項
目
が
諸
氏
の
間
に
少
し
は
共
通
し
て
居

る
の
を
見
た
。

　

所
が
今
度
の
政
治
史
を
見
て
私
の
先
づ
感
じ

た
こ
と
は
上
の
様
な
共
通
性
が
執
筆
諸
氏
の
間

に
著
し
く
峡
け
て
居
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
古
代

史
を
書
か
れ
た
小
川
氏
は
民
族
と
國
家
の
興
亡

を
主
流
と
し
、
秦
漢
の
宇
都
宮
氏
は
政
治
思
想

を
中
心
と
す
る
。
北
朝
の
内
田
氏
は
加
ふ
る
に

諸
制
度
を
以
て
し
、
隋
唐
五
代
の
那
波
先
生
は

天
子
の
統
治
策
に
重
き
を
置
か
れ
る
。
小
川
氏

以
下
の
四
氏
で
は
外
交
軍
事
も
含
ま
れ
て
居
る

が
那
波
先
生
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
除
か
れ
て
居

る
。
強
ひ
て
共
通
鮎
を
求
め
る
な
ら
ば
國
家
王

朝
の
興
亡
、
歴
代
天
子
の
話
と
で
も
い
ふ
よ
り

外
仕
方
が
な
い
。

　

一
膿
こ
の
事
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ら
う

か
。
編
輯
の
不
統
一
も
そ
の
一
原
因
だ
ら
り
。

だ
が
も
っ
と
根
本
的
に
い
へ
ば
結
局
は
執
筆
諸

氏
の
「
政
治
」
乃
至
「
政
治
史
」
に
對
す
る
観

念
の
相
違
に
昂
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
得
ふ
。
私

の
ひ
そ
か
に
空
想
す
る
所
で
は
史
書
の
最
大
の

役
目
の
一
つ
は
、
現
代
我
々
の
持
っ
て
居
る
諸

々
の
観
念
の
更
新
に
あ
る
と
信
じ
て
居
る
。
政

治
に
就
い
て
言
へ
ば
「
政
治
」
な
る
言
葉
が
我

々
に
憬
想
さ
せ
る
色
々
の
内
容
を
、
歴
史
を
讃

む
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
合
理
的
な
も
の
に
、
よ

り
理
想
的
な
も
の
に
、
又
祀
會
生
活
に
よ
り
便

利
な
も
の
に
腱
へ
る
の
が
史
書
の
役
目
で
あ
る

少
く
と
も
史
書
は
そ
の
様
な
刺
戟
を
讃
者
に
呉

へ
る
具
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
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本
書
は
残
念
乍
ら
こ
の
目
的
に
役
立
つ
こ
と

　
　

訟
り
多
い
と
は
言
へ
な
い
様
で
あ
る
。
宇
都
宮

　
　

氏
の
考
へ
は
こ
の
鮎
に
於
て
相
営
強
い
刺
戟
と

　
　

な
り
得
る
。
氏
の
考
へ
方
の
雷
否
は
別
と
し
て

　
　

も
そ
の
筆
者
の
観
念
が
は
っ
き
り
し
て
居
る
こ

　
　

と
に
よ
っ
て
、
讃
者
は
筆
者
の
観
念
を
起
鮎
と

　
　

し
て
物
を
考
へ
る
の
に
非
常
に
容
易
で
あ
る
。

　
　

こ
の
事
は
私
に
い
は
す
れ
ば
確
に
有
盆
な
こ
と

　
　

だ
。
結
局
こ
の
書
全
謄
か
ら
私
が
得
た
事
は
諸

　
　

氏
の
観
念
の
不
一
致
で
あ
り
、
そ
の
事
自
身
は

　
　

消
極
的
に
私
を
し
て
政
治
史
の
何
物
た
る
べ
き

　
　

か
を
考
へ
し
め
る
出
鼓
鮎
と
は
な
っ
た
。
け
れ

　
　

ど
も
書
物
の
編
輯
者
と
し
て
は
も
っ
と
積
極
的

　
　

な
刺
戟
を
撰
者
に
呉
へ
た
い
に
違
ひ
な
い
。

　
　
　
　

尚
そ
の
他
全
堕
の
腰
裁
を
い
へ
ば
繁
簡
そ
の

　
　
　

宜
し
き
を
得
て
居
な
い
と
い
ふ
嫌
ひ
が
な
い
で

　
　
　

は
な
い
。
例
へ
ば
一
方
で
は
唐
の
太
宗
に
開
し

　
　
　

て
五
十
二
頁
を
費
し
乍
ら
、
他
方
六
朝
史
全
曖

　
　
　

が
僅
か
に
三
十
二
頁
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
有
様

　
　
　

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
小
川
氏
、
宇
都
宮
氏
に
地

　
　
　

圖
が
欲
し
か
っ
た
。
又
全
肢
に
一
般
讃
者
の
見

　
　
　

慣
れ
ぬ
難
し
い
漢
字
や
固
肯
名
詞
が
何
の
用
意

　
　
　

危
な
く
頻
出
し
過
ぎ
る
。
小
川
氏
の
も
の
は
丙

刀

　

容
の
性
質
上
特
に
そ
の
感
が
強
い
ｏ
一
般
讃
者

３

　
　

の
認
に
今
後
は
も
う
少
し
お
手
柔
か
に
と
希
望

す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

≒

　

次
に
個
々
の
執
筆
者
に
就
い
て
思
ひ
付
い
た

事
を
書
い
て
み
た
い
。

　

小
川
氏
の
古
代
史
は
Ｉ
ロ
に
言
へ
ば
そ
の
結

構
態
度
共
に
非
常
に
學
術
的
で
あ
る
。
甲
骨
文

金
文
の
研
究
家
と
し
て
の
氏
の
面
目
を
遺
憾
な

く
酸
揮
し
て
居
る
。
甲
骨
文
金
文
を
史
料
と
し

て
古
代
史
を
書
く
こ
と
は
我
國
で
も
始
め
て
の

試
み
で
は
な
い
。
近
く
は
市
村
墳
次
郎
博
士
の

東
洋
史
統
が
あ
る
。
尤
も
之
は
断
片
的
に
史
料

と
し
て
使
は
れ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。
又
岡
崎

文
夫
博
士
の
支
那
史
概
説
に
も
梢
組
織
的
に
金

石
學
の
紹
介
を
し
て
居
ら
れ
る
が
賓
際
に
は
史

料
と
し
て
殆
ん
ど
利
用
さ
れ
て
居
な
い
。
又
中

に
は
東
洋
史
講
座
（
雄
山
閣
）
の
橋
本
滑
吉
博

士
の
如
く
之
を
佩
偏
不
明
の
代
物
と
片
づ
け
て

顧
み
な
い
人
さ
へ
あ
る
。
こ
の
様
な
現
状
に
あ

つ
て
、
始
め
て
甲
骨
文
金
文
を
組
織
的
に
史
料

と
し
て
取
り
上
げ
、
之
を
最
も
重
要
な
史
料
と

し
て
殷
代
、
西
周
の
歴
史
を
書
い
た
の
は
正
に

小
川
氏
が
初
め
て
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
一
々
の

研
究
は
殆
ん
ど
支
那
人
學
者
の
そ
れ
で
あ
り
、

そ
の
鮎
特
に
新
研
究
が
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い

が
、
と
に
角
現
在
迄
の
我
國
に
於
け
る
最
も
進

歩
的
な
古
代
史
た
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　

唯
申
骨
文
金
文
の
學
間
の
動
向
を
親
潮
す
る

の
に
頁
を
取
り
過
ぎ
て
文
献
時
代
以
降
即
ち
春

秋
戦
國
の
叙
述
が
梢
お
粗
末
な
の
が
残
念
だ
。

そ
れ
と
史
料
の
少
い
古
代
史
と
し
て
は
止
む
を

得
な
い
こ
と
と
は
い
ひ
乍
ら
、
時
折
訟
り
に
も

大
謄
な
史
料
の
使
ひ
方
を
見
受
け
る
。

　

宇
都
宮
氏
の
秦
漢
政
治
史
は
本
書
隨
一
の
力

作
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
史
と
い
ふ
よ
り
は
一

つ
の
政
治
思
想
史
に
近
い
。
正
史
の
他
に
漢
魏

叢
書
に
収
め
ら
れ
て
居
る
様
な
漢
人
の
論
著
を

よ
く
讃
み
、
而
も
そ
れ
等
の
個
々
の
思
想
に
把

ば
れ
ず
に
、
能
く
秦
漢
期
全
睦
の
動
き
を
大
き

く
概
念
的
に
整
理
し
た
氏
の
努
力
に
は
敬
服
の

他
は
な
い
。
こ
の
様
な
試
み
は
岡
崎
博
士
も
し

て
居
ら
れ
る
ｏ
け
れ
ど
も
岡
崎
博
１
　
で
は
思
想

と
共
に
史
賓
が
あ
る
。
宇
都
宮
氏
に
。
あ
っ
て
は

史
官
も
思
想
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
了
っ
て
居

る
。
そ
の
鴬
に
概
念
は
盆
々
明
確
に
な
っ
て
居

る
・
こ
の
事
は
前
に
も
鵠
れ
た
様
に
讃
者
の
鱒

趨
を
明
確
に
せ
し
め
る
意
味
で
非
常
に
有
盆
な

仕
事
だ
と
思
ふ
。
賛
成
も
し
や
す
く
反
對
も
し

や
す
い
。
之
を
出
展
鮎
と
し
て
次
の
事
を
考
へ

る
に
も
大
に
便
利
で
あ
る
。
私
は
凡
そ
論
文
は

正
に
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
。
て
居
る
。
け
れ

ど
も
通
史
を
書
く
態
度
と
し
て
は
未
だ
之
が
最
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回

　

善
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
私
に
は
よ
く
分
ら

Ｉ

　

な
い
・
司
馬
遷
の
偉
さ
は
自
分
の
論
旨
に
不
利

　
　

な
史
官
を
も
忠
蜜
に
事
げ
て
居
る
鮎
に
あ
る
と

　
　

い
ば
れ
る
。
こ
の
方
が
初
に
述
べ
た
私
の
史
書

　
　

に
對
す
る
注
文
に
よ
り
よ
く
合
ふ
様
な
気
も
す

　
　

る
。
併
し
と
も
角
宇
都
宮
氏
の
こ
の
著
に
よ
っ

　
　

て
支
那
の
政
治
の
性
格
が
著
し
く
明
確
に
な
っ

　
　

た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
ふ
。
有
高
氏
の
總
論
に

　
　

も
支
那
で
は
政
治
の
理
想
と
官
際
が
甚
だ
か
け

　
　

離
れ
て
居
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
居
る
が
、
宇

　
　

郡
宮
氏
の
文
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
が
球
膿
的
に

　
　

明
か
に
さ
れ
た
感
が
深
い
。

　
　
　

宮
川
氏
の
六
朝
史
は
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
乎

　
　

凡
だ
。
訟
り
に
叙
述
の
先
を
急
ぎ
過
ぎ
て
、
讃

　
　

者
が
一
服
す
べ
き
重
鮎
が
な
い
。
文
章
も
初
か

　
　

ら
終
り
ま
で
ｘ
ば
か
り
で
○
が
な
い
感
じ
で
あ

　
　

る
ｏ

　
　
　

内
田
氏
の
北
朝
史
も
非
常
に
面
白
い
書
き
振

　
　

り
と
は
い
ひ
難
い
。
け
れ
ど
も
氏
に
は
次
の
様

　
　

な
長
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
本
の
中
で
そ
の

　
　

叙
述
が
最
も
統
制
的
で
あ
る
と
い
ふ
鮎
で
も

　
　

る
。
繁
簡
最
も
宜
し
き
を
得
て
居
る
。
私
は
こ

　
　

の
本
を
讃
む
に
営
っ
て
一
々
要
目
を
取
っ
て
見

　
　

た
の
だ
が
、
氏
の
文
で
は
チ
ャ
ン
と
要
領
の
い

　
　

ｘ
小
見
出
し
が
着
い
て
居
る
の
で
全
然
そ
の
必

要
が
な
か
っ
た
。
書
か
れ
て
居
る
内
容
も
穏
富

な
も
の
が
多
い
様
に
思
っ
た
。

　

そ
の
上
内
田
氏
は
北
朝
の
諸
制
度
と
い
ふ
一

節
を
別
に
設
け
て
居
ら
れ
る
の
が
特
に
私
の
注

意
を
惹
い
た
。
私
の
謡
想
し
た
政
治
史
の
形
式

に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
内
容
も
律
令
の
制

定
、
政
治
の
中
央
組
織
、
地
方
組
織
、
司
法
椋

の
あ
り
方
と
い
ふ
風
に
、
現
代
の
政
治
に
開
す

る
常
識
観
念
の
明
確
な
圖
式
に
基
い
て
組
み
立

て
ら
れ
て
居
る
。
宇
都
宮
氏
の
様
な
観
念
と
は

全
然
違
ひ
、
観
念
そ
の
も
の
の
説
明
は
表
面
に

表
は
れ
て
居
な
い
が
そ
の
意
圖
す
る
所
は
明
か

に
看
取
さ
れ
る
。
た
ゞ
私
と
し
て
は
制
度
の
腿

遷
、
延
い
て
は
次
の
隋
代
へ
の
移
り
工
合
を
も

少
し
書
い
て
欲
し
か
っ
た
と
思
ふ
。

　

那
波
先
生
の
は
本
書
中
の
最
長
篇
で
あ
る
。

従
っ
て
内
容
も
最
も
習
富
で
あ
る
。
殊
に
外
交

外
征
を
除
い
て
こ
の
長
さ
な
の
で
あ
る
か
ら
他

篇
に
比
べ
て
段
違
ひ
に
事
も
多
く
叙
述
も
丁
寧

で
あ
る
。
そ
れ
に
若
い
人
々
と
違
っ
だ
一
種
の

識
見
と
熱
情
と
を
以
て
書
か
れ
て
居
る
の
が
そ

の
特
色
と
い
へ
よ
う
。
唐
の
太
宗
の
名
君
振
り

に
感
嘆
措
く
能
は
ず
、
途
に
本
篇
の
殆
ん
ど

牛
を
太
宗
の
徳
を
孵
ふ
る
に
費
さ
れ
た
る
が
如

き
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
唯
後
牛
唐
末
五
代
に

瓦
る
記
述
が
前
牛
に
比
し
訟
り
に
簡
略
な
の
が

私
に
は
い
さ
ｘ
か
物
足
り
な
い
様
に
感
じ
ら
れ

た
。
何
故
な
ら
ば
名
醤
の
腕
前
は
重
病
人
に
於

て
侃
に
翌
揮
さ
れ
る
如
く
、
史
家
の
技
倆
も
國

家
衰
亡
の
叙
述
に
於
て
侃
に
翌
揮
さ
れ
る
に
違

ひ
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

　

有
高
氏
の
總
論
を
言
ひ
忘
れ
た
が
、
氏
の
寥

げ
ら
れ
た
支
那
の
政
治
の
諸
性
質
は
ど
ち
ら
か

と
い
へ
ば
私
は
近
世
の
政
治
の
そ
れ
の
様
に
思

ふ
。
こ
の
上
巻
に
収
め
ら
れ
て
居
る
所
は
む

し
ろ
氏
の
指
摘
さ
れ
た
諸
々
の
弊
実
に
赴
く
過

程
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
の

最
も
問
題
に
す
る
所
が
現
代
の
支
那
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
我
々
の
最
も
知
り
た
い
所
は
現
代
支

那
政
治
の
牲
格
で
あ
る
。
そ
の
鮎
で
氏
の
叙
述

は
要
を
得
て
居
る
と
言
へ
よ
う
。

　

以
上
著
者
が
私
自
身
の
知
己
で
あ
る
の
を
い

ｘ
こ
と
に
し
て
勝
手
気
倫
な
事
を
並
べ
た
て
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
同
じ
く
東
洋
史
研
究
會
の

一
員
と
し
て
志
を
同
じ
く
す
る
人
身
に
膝
を
交

へ
て
腹
蔵
な
く
語
る
と
い
ふ
建
前
か
ら
し
た
こ

と
で
、
他
意
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
ぷ
い
。
こ
の

酷
何
卒
不
悪
御
諒
承
を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
藤
戊
申
）
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