
批

評

・

紹

介

古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究
I

議

雅

夫

著

昭
和
四
十
二
年
三
月
、

山
川
出
版
枇

A
5
判

本
文
六
五
六
頁
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本
帝一聞は
昭
和
三
七
年
三
月
、
著
者
が
東
京
大
摩
文
事
部
に
事
位
請
求
論
文
と

し
て
提
出
し
た
「
古
代
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史
の
研
究」

の
一
部
で
、

第

て

二
、
三
編
と
付
編
と
か
ら
成
り
、
最
後
に
英
文
レ
ジ
ュ
メ
を
付
し
、
本
文
だ
け

で
六
五
六
頁
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
題
名
は
古
代
ト
ル

コ
民
族
史
研
究
と
な
っ

て
い
る
が
内
容
は
従
来
、
著
者
の
専
攻
の
重
鮎
と
な
っ

て
き
た
突
廠
の
闘
家
構

造
の
解
明
に
関
す
る
も
の
が
主
要
と
な
っ
て
お
り
、
加
え
て
最
近
海
外
に
お
け

る
笑
阪
研
究
の
動
向
を
研
究
し
た
も
の
を
載
し
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
最
近
十
徐
年

間
の
著
者
の
既
成
後
表
論
文

・
紹
介
文
に
手
を
若
干
加
え
て
補
備
し
た
上
で
牧

め
て
あ
る
。
わ
が
東
洋
史
事
界
に
お
け
る
釜
期
的
名
著
下
あ
っ
て
、
突
阪
に
関

係
し
た
論
考
と
し
て
は
最
近
の
松
田
嘉
男
簿
士
著
「
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
事

的
研
究
」
と
並
ん
で
剖
目
す
べ
き
業
績
を
た
て
ら
れ
た
書
物
之
稽
す
べ
く
、
ー

と
あ
る
か
ら
今
後
、
E
以
下
が
績
々
と
公
刊
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
圏

内
、
圏
外
に
お
け
る
活
綾
な
研
究
活
動
か
ら
推
し
て
今
後
の
績
刊
を
期
待
す
る

の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
突
時
開
史
を
専
攻
し
な
い
筆
者
は
該
博
な
言
語

事
そ
の
他
の
知
識
を
駆
使
し
て
論
述
さ
れ
た
本
書
の
内
容
の
批
判
と
い
う
よ
り

も
、
中
園
遜
境
史
の
専
攻
者
と
し
て
内
容
の
紹
介
に
重
貼
を
お
い
て
、
著
者
が

研
究
を
進
め
て
い
っ
た
過
程
を
た
ど
り
、
ま
ず
第
二
編
、
次
い
で
第
三
編
の
内

容
を
紹
介
し
、
併
せ
て
著
者
の
研
究
活
動
に
も
ふ
れ
、
最
後
に
谷
頭
の
第

一
一編

を
紹
介
し
、
付
編
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

第
二
編

「
突
隊
第

一
帝
闘
に
お
け
る
官
稽
披
考
」
の
第
一
章
は

「突
阪
第

一

帝
園
に
お
け
る
宮

4
2
放
の
研
究
」
で
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
軍
務
か
ら
解
放

さ
れ
研
究
室
に
戻
っ
た
著
者
が
本
格
的
に
研
究
生
活
を
再
開
し
て
モ
ン
ゴ
ル
帝

園
史
か
ら
突
際
史
へ
と
研
究
を
進
め
て
聞
も
な
い
頃
に
で
き
た
論
文
と
考
え
ら

れ
、
昭
和
二
九
年
十
二
月
、
東
洋
皐
報
三
七
の
三
に

「
東
突
同
相
官
稽
鋭
考
序
説

|
突
阪
第
一
帝
劉
に
お
け
る
可
汗
|
」
を

一
部
手
な
お
し
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
論
文
に
先
立
っ
て
史
潮
四
二
挽
に
伊
瀬
仙
太
郎
博
士
が

「
西

突
廠
起
源
考
」
を
護
表
し
て
あ
り
、
著
者
護
樽
土
は
初
期
突
販
の
可
汗
の
草
川
ト譜

に
闘
し
て
伊
瀬
博
士
と
異
な
る
考
え
を
述
べ
た
こ
と
か
ら
雨
者
聞
に
論
争
が
お

こ
り
、
伊
瀬
博
士
は
東
洋
事
報
三
八
の
四
に

「
突
廠
初
期
可
汗
の
系
譜
に
つ
い

て
|
護
雅
夫
氏
の

『東
突
阪
官
稽
挽
考
序
説
l
突
阪
第

一
帝
国
に
お
け
る
可
汗

|
』
を
讃
む
」
を
掲
げ
て
護
説
に
反
封
じ
た
の
に
封
し
、
著
者
は
同
誌
三
九
の

一
に
「
笑
版
初
期
可
汗
の
系
譜
|
伊
瀬
仙
太
郎
氏
の
反
論
に
答
う
l
」
を
護
表

し
て
激
し
く
伊
瀬
設
を
批
判
し
、

さ
き
の
自
設
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
大
要

J

を
述
べ
る
と
、

が
ん
ら
い
突
綴
初
期
可
汗
に
つ
い
て

ビ
ザ
ン

チ
ン
史
料

〈玄

3
2
L
R
の

記
録
)
に
現
わ
れ
る
六
世
期
後
宇
期
の
突
蕨
首
領
で
あ
る

り
は
与
D
t
g回

(ω
ニ'

N
F
σ
o
z
z
c
は
沓
唐
書
突
際
侍
下
の
室
鮎
密
、
新
唐
書
突
蕨
停
下
に
伊
利
可
汗

の
弟
と
し
て
現
わ
れ
る
室
貼
蜜
(
惹
帝
米
)、
突
蕨
碑
文
の
イ
ス
テ
ミ

Hm
g
ヨ
ル

可
汗
で
あ
り
、
吋
旦
cc
は
そ
の
子
の
達
頭
に
嘗
る
、
と
い
う
の
が
従
来
の
通

設
で
あ
っ
た
。
小
野
川
秀
美
博
士
な
ど
は
こ
の
通
設
の
支
持
者
で
あ
り
、
松
田

霧
男
博
士
は
室
鮎
蜜

(窓
帝
米
〉

H
r
s
g
F
の
存
在
を
疑
い
、
伊
利
可
汗

土
門
の
弟
で
遼
頭
可
汗
の
父
は

り
広
島
v
o
z
-
g
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

- 91ー
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(
史
事
雑
誌
四

O
の
一
「
西
突
欧
王
庭
考
」
〉
、

安
馬
菊
一
郎
氏
は
木
杵
可
汗
と

U
F
S
σ
o
E一
g
と
は
同

一
人
物
と
考
え
た
(
史
事
雑
誌
五
O
の
十
二

「
商
突
版

の
起
源
に
就
い
て
」
〉
。
と
こ
ろ
が
伊
瀬
設
で
は
木
汗

・
位
鉢
爾
可
汗
の
弟
で
あ

る
縛
但
可
汗
と
、
陪
害
突
阪
停
に
そ
の
子
と
し
て
侍
え
る
歩
離
可
汗
と
は
同
一

，
人
物
で
あ
る
と
考
え
、
将
但
歩
離
と
し
、
こ
の
人
物
が
り
F
N
白

r
o
c
-
g
室
黙

蜜
(
耳
必
帝
米
)
、
宮
町
コ
=
に
嘗
る
こ
と
を
主
張
し、

そ
れ
は
音
韻
上
か
ら
も
考

え
得
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

著
者
は
伊
瀬
読
は
惰
世
一
同
突
恢
停
を
捨
て
て
、

北
史
突
欧
即
時
を
と
っ
て

い
る

F

」

と
を
非
難
し
、
障
害
突
鍬
停
に
見
え
る
「
四
可
汗
の
子
」

の
四
可
汗
名
の
検
討

か
ら
縛
但
と
歩
離
と
は
別
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
第
一
章

に
は
著
者
の
東
祥
事
報
三
九
の
一
に
述
べ
た
反
論
は
削
除
し
て
取
り
入
れ
て
い

な
い
。
雨
者
の
可
汗
の
系
譜
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
っ
て
か
ら
既
に
十
鈴
年
も

経
過
し
た
が
、
そ
の
後
、
事
界
で
こ
の
問
題
は
再
燃
も
し
な
か
っ
た
が
、
決
し

て
著
者
が
言
う
得
但
と
歩
離
と
を
異
な
る
人
物
と
考
え
る
こ
と
、
五
六
三
年
に

現
わ
れ
る
歩
離
と
五
七
二
年
の
歩
離
と
が
異
な
る
人
物
と
考
え
る
こ
と
、
ま
た

ピ
ザ
ン
チ
ン
史
料
の

O
R由
『

OE-g
は
歩
離
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
だ
け

で
は
完
全
に
可
汗
の
系
誠
に
つ
い
て
解
決
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
勲
、
今
後
の
研
究
に
興
味
深
い
課
題
と
な
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、

可
汗
の
血
統
に
闘
す
る
論
宇
鮎
に
つ
き
自
説
を
第
一
掌

に
収
め
る
が
、
こ
の
章
の
主
目
標
は
笑
阪
の
悶
家
構
成
に
闘
す
る
手
が
か
り
と

し
て
可
汗
放
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
著
者
は
、
遊
牧
園
家
突
阪
は

阿
史
那
氏
出
身
者
を
支
配
者
可
汗
と
す
る
薗
家
で
あ
り
、

可
汗
位
に
郎
く
者
は

阿
史
那
氏
に
限
ら
れ
、
可
汗
位
は
唯
一
最
高
の
主
権
者
で
あ
り
旬
奴
の
寧
子
、

中
闘
の
天
子
に
笛
る
と
論
じ
、
こ
の
結
論
は
突
厭
岡
家
の
理
想
的
な
「
た
て
ま

え
」
で
、
こ
れ
が
現
貨
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

が
そ
の
園
家
構
造
の
徴
表
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ

い
で
個
々
の
史
料
に
つ

い
て
阿
史
徳
氏
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
結
び
に
、

一

大

可
汗
は
中
央
に
一
人
居
る
だ
け
で
極
等
で
あ
り
、

他
に
諸
可
汗
が
い
た

が
そ
れ
は
小
可
汁
で
、
突
阪
が
諸
方
に
向
レ
経
略
を
進
め
て
い
く
勃
興
期
に

阿
史
那
氏
一
門
出
身
者
が
諸
族
を
征
討
し
そ
の
地
に
屯
留
し
た
場
合
、
そ
の

領
域
の
「
可
汗
」
と
し
て
、
君
主
と
し
て
、
徴
税
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て

い
わ
ば
遊
牧
封
建
領
土
の
統
治
牧
奪
に
笛
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
勢

力
は
た
と
え
ば
西
面
可
汗
の
よ
う
に
支
配
領
域
が
賢
大
で
被
支
配
の
諸
族
が

富
裕
な
時
に
は
、
資
質
勢
力
は
形
式
的
大
可
汗
を
凌
ぐ
国
吻
合
さ
え
あ
る
と
述

べ
、
東
西
雨
突
際
分
立
の
可
能
性
を
説
い
て
い
る
。
小
可
汗
は
そ
の
支
配
地

域
内
に
お
い
て
は
唯
一
最
高
の
主
権
者
で
あ
り
、
小
可
汗
が
沙
鉢
略
可
汗
以

前
に
多
い
こ
と
は
突
版
図
家
は
ま
だ
分
権
的
封
建
閥
家
で
あ
り
、
大
可
汗
一

人
に
よ
っ
て
集
権
的
に
統
一
さ
れ
る
ま
で
に
至

っ
て
い
な
い
と
述

べ
て

い

る
。

二

沙
鉢
略
可
一
汁
の
中
期
か
ら
葉
護
可
汗
の
治
世
に
か
け
て
諸
(
小
)
可
汗
の

人
数
が
減
少
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
諸
可
汗
相
互
の
争
い
と
、
突
販
の
惰
に

直
属
し
た
聞
係
か
ら
主
じ
た
結
泉
で
、
こ
の
頃
に
は
阿
史
那
氏

一
門
の
中
で

も
大
可
汗
位
は
血
統
的
に
し
ぼ
ら
れ
て
沙
鉢
略
・
、葉
護
爾
可
汗
の
血
統
だ
け

に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

三

さ

ら

に
葉
護
可
一汁時
代
に
少
だ
く
な
っ
た
諸
可
汗
は
、
ほ
と
ん
と
麿
民
可

汗
時
代
を
境
に
し
て
史
上
か
ら
消
失
し
て
し
ま
う
が
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
突

廠
の
闘
家
統

一
と
断
定
で
き
ず
、
始
畢
可
汗
以
後
の
こ
の
現
象
が
遊
牧
闘
家

と
し
て
の
突
販
が
確
か
に
高
原
に
統
一
さ
れ
成
立
し
た
と
も
考
え
得
る
と
述

、

べ
て
い
る
。

第
二
編
第
二
章
は
「
一
笑
廠
第

一
帯
聞
に
お
け
る

r仏
腕
の
研
究
」

~ 92ー
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て
、
さ
き
に
昭
和
三
六
年
一
月
、

二
月
に
史
事
雑
誌
七
O
の
て

お

よ
び
二

に
掲
載
し
た
「
東
突
阪
官
稽
腕
考
付
」
「
間
口
」

に
あ
た
る
。
山
立
と
は
漢
文

史
料
で
は
、
設
・

殺

・
察

・
然
な
ど
と
書
か
れ
、
可
汗
の
子
弟
お
よ
び
そ
の
宗

族
が
、
す
な
わ
ち
阿
史
那
氏
一
門
に
限
っ
て
任
ぜ
ら
れ
右
官
職
名
で
、
そ
の
職

能
は
漢
文
史
料
の
「
別
部
領
兵
者
」

「
別
部
典
兵
者
」
で
あ
っ
た
と
し
、
第
一

帝
園
時
代
の
山
主

十

八
名
に
つ
い
て
系
譜
、
血
統
、
在
任
中
の

可
汗
名
、
可

汗
へ
の
昇
絡
を
示
す
一
覧
表
を
作
成
し
、
彼
等
が
す
べ

て
阿
史
那
氏
一
門
の
出

身
で
あ
る
こ
と
を
み
ご
と
に
論
詮
し
、
そ
の
職
能
に

つ
い
て
も
逐
て

史
料
に

よ
っ
て
調
査
し
、

多
く
は
突
版
図
家
内
要
地
に
強
盛
な
部
落
を
所
有
し
、

大
可

汗
と
は
別
に
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
支
配
領
域

の
中
に
阿
史
那
氏
に
征
服
さ
れ
た
笑
・

宮
・
契
丹
・
株
絹

・銭
勅

・
団
結
(
鵠
)
・

同
羅

・
僕
骨
な
ど
が
居
住
し
、
山
主
は
こ
れ
ら
諸
族
の
君
主
を
通
じ
て
徴
税
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
大
可
汗
の
直
轄
領
、と
並
ん
で
こ
れ
と
併
立
す
る
山
主
た

ち
の
封
建
的
采
邑
が
あ
っ
た
と
闘
式
的
に
説
明
し
、

プ
l
リ
ィ
ブ
ラ
ン

ク
や
ヒ

ル
ト
な
ど
が
加
主
を
軍
に
軍
隊
司
令
官
と
解
緯
し
て
い
る
不
充
分
さ
を
批
判

し
て
い
る
。

著
者
は
さ
ら
に
臨
民
可
汗
末
年
、
特
に
始
畢
可
汗
治
世
以
後

E
L
に
任
、
ぜ

ら
れ
る
者
が
摩
一倒
的
に
多
く
な
る
こ
と
に
注
目
し
、
反
面
、
こ
の
時
期
に
は
諸

可
汗
が
急
に
史
上
か
ら
姿
を
復
し
て
い
く
こ
と
に
着
眼
し
、
激
増
し
て
き
た

刷
主
は
沙
鉢
略
可
汗
以
前
に
多
く
分
立
し
て
い
た
阿
史
那
氏
一
門
の
封
建
的
諮

a

侯
た
る
小
可
汗
が
姿
を
愛
え
て
再
現
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
明
快
に
論
断
を

下
し
、
往
年
の
小
可
汗
の
職
能
が
大
可
汗
の
臣
下
た
る

加
包
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
な
っ
て
初
め
て
大
可
汗
た
だ

一
人
に
よ
っ
て
名
賓

と
も
突
廠
第

一
帝
闘
が
統

一
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
こ
と

に
突
廠
第

一
帝
国
の
園
家
構
造
の
嬰
遷
を
胸
の
す
く
よ
う
な
論
理
で
史
料
解
輝

を
し
、
筆
者
は
思
わ
ず
感
動
し
た
。
つ
ま
り
著
者
に
よ
れ
ば
始
畢
可
汗
治
世
を

境
界
に
し
て
こ
の
遊
牧
闘
家
は
い
わ
ば
分
緒
的
封
建
的
関
家
か
ら
、
い
わ
ば
集

樺
的
封
建
的
闘
家
に
移
行
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
掌
は

「銭
紡
諸
部
に
お
け
る

m
一仲間

E
HW可
7
5
腕
の
研
究
」
で
昭
和

三
八
年
一
二
月
、
東
洋
風
一
戦
四
六
の
三
に
「
東
突
阪
官
格
統
考
|
銭
勅
諸
部
の

侠
利
設
と
倹
斤
」
を
補
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
主
と
し
て
漢
文
史
料

に
よ
る
突
廠
第

一
帝
園
の
官
稽
鋭
研
究
の
一
連
の
論
文
で
あ
っ
て
、
漢
文
史
料

に
侠
利
畿
(
額
利
後
)
・
倹
斤
(
額
斤

・
乙
斤
)
と
し
て
現
わ
れ
る
官
稽
放
の

性
格
を
検
討
し
、

東
突
阪
の
園
家
構
造
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
、

こ
の
論
文
は
ま
ず
ハ
ミ
ル

ト
ン
氏
の
、

侠
利
設
と
は
服
属
し
た
諸
民
族
の
大
首

長
の
格
統
で
あ
り
、

侠
斤
と
は
銭
紡
議
部
の
中
、
東
部
に
居
た
僕
骨

・
問
羅
・

章
絃
、
抜
也
古
・
覆
緩
の
大
首
長
の
稽
放
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
紹
介
し
、
障

害
鍛
紡
停
そ
の
他
の
史
料
を
詳
細
に
考
察
し
た
上
で
著
者
の
考
え
を
示
し
、
貞

観
三
年
以
前
の
鍛
勅
諸
部
の
侠
利
設

・
倹
斤
は
可
汗

・
小
可
一汁
を
除
く
銭
勧
諸

部
の
「
ひ
ら
首
長
」
の
格
競
で
、
可
企庁や
小
可
汗
も
そ
の
稽
放
を
取
り
去
る
と

倹
利
指
紋

・
俊
斤
な
ど
の
稽
放
を
帯
び
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
貞
観
二
一

年

に
六
都
督
府
七
刺
史
州
を
設
け
た
廻
絃

(回
鶴

γ
多
濫
葛
な
ど
十
三
部
族
、

ひ
き
綴
き
唐
に
来
降
し
た
骨
利
幹

・
結
骨

・
倶
羅
勃
な
ど
の
諸
部
の
首
長
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
こ
れ
ら
諸
部
の
首
長
と
そ
の
稀
鋭
を
示
す

一
覧
表
を
作
成

し
て
い
る
。
輩
唱
者
は
一
般
的
に
、
侯
利
愛

・
倹
斤
と
は
可
汗
を
出
す
部
族
以
外

の
諸
部
の
首
長
の
稽
腕
で
あ
り
、
そ
の
中
、
比
較
的
有
力
な
部
族
の
首
長
が
侯

利
援
を
穂
し
、
比
較
的
弱
小
の
部
族
の
首
長
が
侯
斤
を
稽
し
た
と
結
論
し
て
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
氏
読
の
誤
り
を
正
し
て
い
る
。

著
者
は
わ
が
園
に
お
け
る
チ
ュ
ル
ク

・
フ
ィ
ロ
ロ

ジ
イ
が
進
ん
で
い
な
い
不

便
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
ソ
連
、
ト
ル
コ
、

そ
の
他
の

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
闘
の
研
究
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を
引
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ト
ル
コ
、

ド
イ
ツ
に
遊
察
し
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
大
祭
の
ア
ラ
ト
教
授
と
ハ
ン
フ
ル
グ
大
事

の
フ
ォ
ン
"
ガ
ヘ
ン
教
授
か
ら
古
代
チ
ュ
ル
ク
語
を
怨
叫
ん
で
い
る
。

お
そ
ら
く

研
究
室
に
お
い
て
柴
凹
武
氏
か
ら
謬
ん
だ
チ
ュ
ル
ク
諾
が
こ
の
頃
ま
で
に
一

態

完
了
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
五
年
頃
か
ら
東
洋
謬
報
を
中
心
に
、
さ
か

ん
に
ト
ル

コ
に
お
け
る
研
究
欣
況
の
紹
介
や
ソ
述
、
ト
ィ

ッ
な
と
に
お
け
る
著

名
な
刊
行
本
の
書
許
を
掲
げ
て
い
る
の
は
蹄
図
後
の
著
者
の
活
動
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ロ

ロ
ジ
イ
と
し
て
の
事
問
を
ト
ル
コ
そ
の
他
の
諮
園
か

ら
吸
枚
し
て
、
そ
れ
を
勝
史
墜
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
っ
℃
、
こ

の
考
え
は
遊
間
母
に
依
立
つ
年
の
昭
和
三
三
年
に
既
に
東
洋
翠
報
四
一
の

一
に
ソ

連
の
マ

l
ロ

フ
の
箸
「
イ
エ
ニ

セ
イ
突
阪
碑
文
」
の
紹
介
を
し
て
い
る
こ
と
で
も

著
者
の
志
向
が
察
せ
ら
れ
る
。
突
廠
碑
文
の
研
究
が
漢
丸
史
料
と
と
も
に
重
要

で
あ
る
こ
と
を
術
感
し
て
、

号一
口一品
間
半
的
研
究
を
し
た
の
が
本
書
第
三
編
に
枚
め

た
諸
論
文
で
あ
る
。
第
三
一制
政
〈
脈
問
文
街
記
の
第

一
章

「
突
阪
の
感
民
可
汗
の

上
表
文
の
文
章
」
は
大
業
三
年
燐
惰
が
愉
林
に
行
幸
し
た
際
、
啓
民
可
汗
は
義

成
公
主
と
と
も
に
そ
の
行
宮
に
魁
き
、
表
を
た
て
ま
つ
?に
の
で
あ
る
が
、
こ

の
上
表
文
の
中
の
数
句
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
笑
阪
碑
文
の
酬
明
欲
谷
抑
文
、
枇
伽

可
汗
碑
文
、
閥
特
勅
碑
文
な
ど
と
比
較
封
照
し
、
ヒ

ル
ト
が
(
木
章
の
胃
一政
に

示
し
て
い
る
)
沙
鉢
略
可
汗
上
書
の
日
付
の
辰
年
は

チ
ュ
ル
ク
語
の

一c
c
三

の
税
課
と
し
、
ベ
リ
オ
が
こ
れ
に
績
く
可
汗
の
橋
脚
抗
は
チ
ュ
ル

ク
語
の
秘
謬
と

立
日
潟
と
を
あ
わ
せ
て
し
た
も
の
と
指
摘
し
た
だ
け
で
本
文
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た

の
に
封
し
、
こ
の
上
表
文
と
、
上
表
文
作
成
期
に
も
っ

と
も
近
い
時
期
に
行
な

わ
れ
た
チ
ュ
ル

タ
誌
で
あ
る
突
欧
抑
文
と
を
比
較
し
て
研
究
し
て
、
古
代
チ

ュ

ル
タ
語
の
直
課
に
ひ
と
し
い
句

・
語
が
そ
の
上
表
文
中
に
見
え
る
こ
と
を
論
じ

た
。
こ
れ
は
著
者
の
謬
問
が
古
代
チ
ュ
ル

タ
語
研
究
に
後
展
し
て
い
っ
た
研
究

の
進
歩
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
章

「ω
円台
と
四
至
」
は
ウ
イ
グ
ル

文
の
葡
萄
圏
、
耕
地
な
ど
の
土
地
頁
買
文
書
に
含
ま
れ
る
土
地
の
四
境
の
表
示

に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
、
ウ
イ
グ
ル
で
は
中
園
の
慣
行
に
し
た
が
っ
て
買

主
の
機
利
の
及
ぶ
四
境
を
一ホ
す
た
め
に
そ
の
土
地
の
四
境
を
表
示
す
る
が
、
そ

れ
は
漢
語
の
四
至
の
裂
音
を
立
日
寓
し
て
色
白

と
書
く
。
そ
し
て
具
穏
的
に
示

す
方
角
の
順
は
中
闘
で
は
東
↓
西
↓
南
↓
北
の
順
に
書
く
が
、
ウ
イ
グ
ル
文
で

は
東
↓
南
↓
四
↓
北
の
順
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
第
三
章
「
契

丹
語
の
語
源
に
ヴ
い
て
」
は
従
来
契
丹
語
の
語
源
に
つ
い
て
は
シ
ヨ
グ
ト
説
が

あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
に
劃
し
て
桑
原
説

・
白
鳥
設
が
あ
り
、
最
近
は
愛
宕
松
男

氏
が
そ
の
者

「
契
丹
古
代
史
の
研
究
」
第
三
編
第
一
章
に
お
い
て
新
訟
を
提
唱

し
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
中
特
に
愛
宕
設
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
、
自

身
の
チ
ュ
ル
ク

・
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
イ
の
立
場
か
ら
考
え
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
章
は

「
イ
ェ
ニ
セ
イ
碑
文
に
見
え
る
』
江
守
ヨ
ア

C
N

雨
語
の
意
義
」

で
、
今
の
ト
ヴ
ヴ
ィ
ン
ス
カ
ヤ
附
近
を
含
む
イ
ェ

ニ
セ
イ
川
上
流
地
域
か
ら
愛

見
さ
れ
た
古
代
チ
ュ

ル
ク
語
碑
文
(
突
版
文
字
)
は
普
通
に
イ
ェ

ニ
セ
イ
碑
文

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
附
近
の
地
域
に
封
建
的
采
邑
を

所
有
し
て
い
た
諸
侯
(
ベ

P
E
巴

の

墓
碑
銘
で
あ
っ
て
、
葬
ら
れ
た
死
者
が

自
ら
の
口
で
園
家
、
君
長
、
親
族
、
財
産
、
家
族
な
ど
に
離
別
の
悲
し
み
ゃ
、

生
前
の
功
業
を
述
べ
る
自
分
自
身
へ

の
一
穫
の
挽
歌
と
い
う
祭
っ
た
形
式
の
碑

文
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
文
字
の
中
、
王
宮
司
)可

と
C
N

の
二
語
に
つ
い
て
検

討
し
』
ミ
に
「
渓
谷
の
卒
地

・
川
岸
」
U
N

に

「二
山
に
固
ま
れ
た

渓
谷
澗

欧
州
」
の
霧
器
聞
を
輿
え
、
唐
曾
要
結
骨
仰
に
あ
る
古
代
キ
ル
ギ
ス
に
つ
い
て
、

イ
ェ
ニ
セ
イ
川
上
流
の
水
草
塑
富
な
「
封
建
的
采
邑
」
の
存
在
を
考
察
し
て
い

る
。
ま
た
イ
ェ
ニ
セ
イ
碑
文
の
解
讃
に
嘗
つ
て
は
韻
文
的
性
格
を
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
と
も
言
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
第
三
編
の
諸
章
は
い
ず
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れ
も
言
語
皐
上
の
研
蜘
別
で
あ
り
内
近
く
言
語
問
筆
者
が
本
書
の
書
評
を
そ
の
立
場

か
ら
行
な
う
稼
定
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
門
外
漢
の
筆
者
は
第
三
編
に
つ
い
て

は
ζ

の
く
ら
い
の
紹
介
に
と
ど
め
て
お
く
。

さ
て
右
に
述
べ
た
よ
う
な
言
語
撃
的
研
究
を
進
め
な
が
ら
著
者
は
突
廠
碑
文

と
漢
文
史
料
と
の
線
合
的
比
較
研
究
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
個
々
の
史
賓
の
精

確
な
考
震
だ
け
で
は
突
販
の
園
家
構
造
を
究
明
す
る
と
い
う
最
初
の
大
き
い
目

標
に
接
近
し
難
く
、
乏
し
い
史
料
だ
け
に
こ
だ
わ
る
悩
み
か
ら
新
た
に
研
究
方

法
の
打
解
の
途
を
求
め
て
、
従
来
考
登
し
得
た
い
く
つ
か
の
史
賞
を
嬢
り
ど
こ

ろ
と
し
て
、
ソ
連
筆
者
の
成
果
な
ど
採
り
入
れ
な
が
ら
突
阪
の
園
家
構
造
に
つ

い
て
大
き
な
見
透
し
を
立
て
て
、
こ
の
言
わ
ば
仮
設
(
?
〉
が
も
し
誤
っ
て
い

て
訂
正
を
必
要
と
し
た
場
合
は
訂
正
し
て
い
く
と
い
う
方
向
を
た
ど
る
こ
と
に

'な
っ
た
。
け
だ
し
著
者
の
苦
悩
と
熟
慮
の
末
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
突
廠

国
家
の
構
造
、
一
枇
曾
構
成
に
つ
い
て
ま
と
め
た
考
え
を
主
と
し
昭
和
三
七
年
、

古
代
史
講
座
四
、
同
六
に
、
三
九
年
に
同
講
座

一
O
に
褒
表
し
、
最
近
昭
和
田

O
年
、
古
代
皐
十
二
の

一
に
お
い
て
突
欧
圏
家
内
の
ソ
グ
ド
人
に
つ
い
て
論
じ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
補
備
し
て
第
一
編
「
突
廠
の
園
家
と
一
位
曾
」

を
構

成
す
る
諸
章
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
第
一
編
で
は
あ
る
が
、
本
書

各
編
中
、
も
っ
と
も
新
し
い
論
文
で
あ
る
。

第
一
編
第
一
章
は

「
突
販
の
闘
家
構
造
」
で
オ
ル
ホ
ン
碑
文
を
主
要
な
材
料

と
し
な
が
ら
突
販
の
闇
家
構
造
を
総
合
的
に
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
著

者
の
考
え
を
概
括
す
る
と
、
突
阪
国
家
は
支
配
者

・
可
汗
で
あ
る
阿
史
那
氏
の

家
産
、
共
同
財
産
の
性
絡
を
有
し
、
阿
史
那
氏
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
卒
等
な

の
で
な
く
可
汗
氏
族
阿
史
那
氏
と
通
婚
関
係
に
あ
っ
た
可
敦
氏
族
阿
史
徳
氏
は

特
殊
の
貴
族
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
述
、ベ
、
敬
欲
谷
の
例
で
説
明
し
、
こ
の
阿

史
那
氏

・
阿
史
徳
氏
の
中
核
氏
族
群
の
ま
わ
り
に
銭
勅

・
熱
憂
斯

・
葛
濯
録
な

ど
の
阿
史
那
氏
と
人
種
的
関
係
の
あ
る
諸
部
族
が
存
在
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
め

ぐ
っ
て
柔
然

・
契
丹

・
柔
・
笥

・
綜
鞠
な
ど
の
異
族
た
る
諸
部
族
が
存
在
し
て

い
て
、
こ
れ
ら
を
従
え
た
部
族
連
合
薗
家
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
阿
史
那

政
権
に
服
属
し
園
家
を
構
成
す
る
に
い
た

っ
た
周
遜
氏
族

・
部
族

・
部
族
連
合

は
阿
史
那
氏

一
門
出
身
の
封
建
的
諮
侯
の
采
巴
を
形
成
し
、
こ
れ
が
多
く
の
場

合
、
固
有
の
族
長
を
通
じ
て
徴
税
い
徴
兵
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
る

(
こ
の
園
家
構

造
の
吠
況
愛
化
に
つ
い
て
は
沙
鉢
略
可
汗
以
前
と
葉
護
可
以
汗
後
で
異
な
る
こ

と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
)
。そ
し
て
突
阪
の
時
代
は
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
は
す
べ

て
原
始
的
共
同
種
の
域
か
ら
脱
却
し
て
お
り
、
侯
利
融
弦

・
侯
斤
の
稽
披
を
得
び
・

た
族
長
は
大
家
畜
所
有
者
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
階
級
封
立
が

認
め
ら
れ
る
と
し
、
し
か
し
こ
の
階
級
封
立
も

一
方
の
階
級
を
屋
倒
す
る
ま
で

に
は
進
ん
で
い
ず
、
底
汎
な
濁
立
遊
牧
民
が
存
在
し
て
い
た
と
察
す
る
。
可
汗

の
勇
猛

・
賢
明
が
共
同
種
成
員
を
ひ
き
つ
け
て
い
た
と
述
べ
な
が
ら
も
突
廠
園

家
は
諸
氏
族
、
部
族
、
部
族
連
合
と
可
汗
と
の
結
び
つ
き
、
つ
ま
り
阿
史
那
政

権
と
の
結
び
つ
き
が
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
一
般
的
に
阿
史
那
政
権
の

支
配
闘
が
浮
動
し
、
こ
の
帝
闘
の
基
礎
が
脆
弱
で
あ
っ
た
理
由
が
あ
る
と
指
摘
ー

し
て
い
る
。
著
者
の
こ
の
論
理
に
は
村
上
正
二
氏
の
最
近
の
チ

ン
ギ
ス

ハ
ン
帝

闘
の
構
成
、
モ
ン
ゴ
ル

・
ウ
ル
ス
に
つ
い
て
の
研
究
の
影
響
が
強
く
認
め
ら

れ
、
村
上
氏
の
回
鵠
帝
国
の
出
現
滅
亡
に
よ
り
東
ア
ジ
ア
北
方
遊
牧
民
族
の
古

代
は
終
っ
た
と
の
考
え
に
賛
成
し
て
い
る
。
本
章
は
谷
頭
に
掲
示
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
著
者
の
面
目
躍
如
と
し
た
秀一
れ
た
論
考
で
あ
る
。
た
だ
、
論
の
進
め
方

に
つ
い
て
後
に
述
べ
る
。

第
二
章

「
東
突
版
図
家
内
部
の
ソ
グ
ド
人
」
は
突
販
の
閤
家
構
造
に
ソ
グ
ド

人
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
で
、
東
突
蕨
園
家
内
部
に
ソ
グ
ド
人
集
圏
、
各
々
の
向
園
人
集
圏
が
あ
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っ
て
コ
ロ
ニ
ィ
を
構
成
し
、
こ
れ
ら
の
集
闘
の
首
長
に
は
い
ず
れ
も
四

-sEH

|
都
督
|
の
稽
鋭
を
持
つ
首
領
を
い
た
だ
い
て
い
た
-
」
と
を
述
べ
て
い
る
。

第
三
章
「
古
代
チ
コ
ル
ク
の
吐
曾
構
造
」
は
第
一
章
を
承
け
て
こ
れ
を
さ
ら

に
詳
細
に
わ
か
り
易
く
モ
ン
コ
リ
ア
の

ベ
欣
と
、
こ
の
北
に
連
な
る
南
シ
ベ
リ

ア
、
イ
ェ
ニ
セ
イ
川
上
流
の
キ
ル
ギ
ス
に
つ
い
て
イ
ェ
ニ
セ
イ
碑
文
を
主
な
材

料
に
し
て
考
究
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
初
に
周
透
民
族
、
部
族
、
部
族
連
合

が
阿
史
那
氏
政
機
に
支
配
さ
れ
る
形
式
に
三
つ
の
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の

三
形
式
を
述
べ
た
後
に
、
イ
ル
(
園
家
〉
ブ
ド
ウ
ン
(
民
家
)
ベ
ク
(
族
長
)

三
者
相
互
の
閥
係
を
述
べ
、
古
代
チ
ュ
ル
ク
枇
曾
に
は
ベ
グ
・
ブ
ド
ウ
ン
・
奴

織
の
三
階
級
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
一
態
認
め
、
ソ
連
盟
宇
者
の
研
究
に
よ
る
南

シ
ベ
リ
ア
古
代
墳
墓
群
謎
掘
の
結
果
を
紹
介
し
大
家
畜
所
有
者
の
ベ
グ
、
庭
汎

な
濁
目
立
自
由
遊
牧
民
た
る
ブ
ド
ウ

ン
、
ベ
グ
の
家
内
奴
殺
と
し
て
の
奴
隷
階
級

の
埋
葬
状
況
が
興
味
深
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章
は
「
笑
阪
と
惰
麿
雨
王
朝
」
で
あ
っ
て
、
突
阪
と
陪
唐
雨
帝
園
と
の

関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
政
治
的
関
係
の
も
の
が
多
い

が
、
北
周
北
旗
門
と
突
廠
、
隠
と
突
殿
、
男
府
側
係
、
君
臣
関
係
、
加
立
、
公
主
、

唐
の
突
蕨
へ
の
臣
事
、
敵
国
関
係
、
突
欧
第
一
帝
闘
の
滅
亡
、
薦
臨
胤
州
健
制
と

冊
立
関
係
、
突
阪
第
二
帝
国
の
建
設
、
父
子
関
係
な
ど
の
項
目
を
た
て
て
述
べ

「
む
す
び
」
に
は
、
階
・
麿
と
突
町
駅
、
辞
延
陀
と
の
名
分
的
関
係
の
嬰
遜
を
年

代
を
お
っ
て
闘
表
に
現
わ
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
こ
て
、
惰
唐
世
界
帝
国
の
性

格
は
中
国
の
東
方
南
方
の
農
耕
闘
に
劃
し
て
だ
け
主
張
し
得
る
の
で
あ
っ
て、

北
方
西
方
の
遊
牧
文
化
聞
に
封
し
て
そ
の
「
文
物
制
度
の
波
及
」
「
律
令
法
の

普
及
」
を
主
張
で
き
な
い
と
論
じ
、
律
令
法
の
波
及
か
ら
陪
麿
帝
国
の
世
界
的

性
格
を
論
じ
る
よ
り
も
、
そ
の
具
題
化
の
場
を
提
供
す
る
冊
封
建
制
か
ら
論
じ

て
は
ど
う
か
と
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
こ
に
、
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史

専
攻
者
ら
し
い
著
者
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
付
編
は

H
「
エ
ス
H

ゲ
H

ク
リ
ャ
シ
ュ
ト
ル

ヌ
イ
の
突
阪
史
研
究
」

口
劉
茂
才
の
突
蕨
史
研
究
国
ベ
H

オ
ゲ
ル
の
山
白
色
研
究
伺
エ
ス
"
イ

ュ
"
マ

l
ロ
フ
の
イ
ェ
ニ
セ
イ
碑
文
研
究

の
四
項
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、

H
l田
は

そ
れ
ぞ
れ
ソ
達
、
ド
イ

ツ
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
突
蕨
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

る
皐
者
を
え
ら
ん
で
、
そ
の
代
表
的
著
書
ま
た
は
論
文
の
紹
介
を
し
て
批
評
し

こ
れ
に
著
者
護
博
士
の
見
解
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
海
外
遊
撃
を
終

っ
て
錫
闘
後
後
表
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
突
阪
史
研
究
の
海
外
の
水

準
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
便
利
で
あ
る
。
同
は
前
遁
の
東
洋
摩
川
惚
四

一
の
一

に

掲
げ
た
も
の
を
再
録
し
た
も
の
。

以
上
は
著
者
の
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
順
序
に
し
た
が
い
、
本
書
第

二
編
、
第
三
編
、
第

一
一
編
、
付
編
の
順
に
そ
の
内
容
の
大
概
を
紹
介
し
た
が
、

望
窃
の
賛
言
か
も
知
れ
ぬ
が
、
問
題
鮎
と
思
わ
れ
る
黙
を
摘
記
し
て
み
る
。
ま

ず
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
史
料
の
稀
少
な
北
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
な
ど

の
遊
牧
民
族
の
歴
史
を
研
究
す
る
場
合
の
研
究
方
法
、
態
度
で
あ
る
。

白
鳥
流

の
言
語
皐
か
ら
入

っ
て
い
く
個
々
の
史
貨
の
考
設
を
主
と
す
る
皐
聞
か
ら
護
展

し
て
、
現
今
に
お
い
て
は
、
従
来
の
塞
外
史
、
商
城
史
の
研
究
は
そ
の
民
族
の

園
家
構
造
、
社
曾
構
成
の
追
求
を
主
眼
と
す
る
段
階
に
漸
く
た
ど
り
つ
い
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
謬
問
的
水
準
の
飛
昭
的
前
進
守
如
貨
に
具
現
し
て
く
れ
た

論
考
が
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
著
者
の
本
書
に
結
集
し
た
研
究
成
果
で
あ
っ

て
、
こ

の
意
味
に
お
い
て
は
先
年
の
松
田
欝
男
博
士
の
不
朽
の
名
著
「
古
代
天
山
の
歴

史
地
理
率
的
研
究
」
と
は
ま
た
臭
っ
た
意
味
に
お
い
て
高
い
摩
問
的
償
値
を
認

識
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
著
者
が

突
阪
碑
文
と
漢
文
史
料
と
の
言
語
接
的
立
場
か
ら
の
比
較
研
究
ゃ
、
乏
し
い
史

料
を
め
ぐ
る
チ
ュ
ル
ク
・
フ

ィ
ロ
ロ

ジ
イ
の
研
究
か
ら
突
阪
の
関
家
構
造
究
明
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に
逼
ろ
う
と
す
る
時
、
ゆ
き
づ
ま
り
を
痛
感
し
て
、
研
究
方
法
と
論
考
態
度
を

嬰
え
、
ま
ず
研
究
目
標
に
つ
い
て
大
き
な
見
透
し
を
考
設
し
得
た
少
な
い
史
賞

に
も
と
づ
い
て
た
て
、
関
連
諸
問
牢
科
の
理
論
や
他
の
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史
研

究
家
の
研
究
成
果
を
基
礎
に
し
て
全
健
的
な
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
の
段
階
的
祉

曾
震
展
の
イ
メ
ー
ジ
を
織
成
し
、

こ
れ
に
突
阪
園
家
の
構
造
の
形
式
を
時
期
的

な
観
鮎
か
ら
古
代
末
の
形
式
と
結
論
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
稀
少
な
史

料
、
数
少
な
い
考
設
し
得
た
史
賞
か
ら
嘗
該
閥
係
遊
牧
民
族
の
園
家
構
造
の
様

態
を
論
断
す
る
こ
と
は
著
者
護
博
士
に
限
ら
ず
お
よ
そ
史
家
に
と
り
困
難
な
こ

と
は
言
う
に
及
、
ば
な
い
が
本
書
の
所
々
に
そ
の
理
論
的
な
ま
と
め
を
要
約
し
て

述
べ

て
い
る
そ
の
前
後
に
、
な
お
傍
登
と
す
る
関
連
史
賓
の
引
用
が
欲
し
か
っ

た
。
あ
ま
り
に
、
そ
れ
ま
で
に
叙
述
し
て
き
た
著
者

一
流
の
手
堅
い
考
震
か
ら

急
に
飛
躍
し
て
結
論
的
理
論
的
な
園
家
構
造
論
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
第
二
編
第
三
章
に
お
い
て
加
包
を
論
じ
、

啓
民
可
民
以
降
突
阪
国

家
が
大
可
汗
に
よ
り
統
一
さ
れ
る
時
期
に
入
っ
た
と
言
う
場
合
、
三
五
七
頁
に

述
べ
る

「
別
部
領
兵
者
」
の
意
味

ω、
ωに
つ
い
て
い
ず
れ
を
と
る
か
恨
重
を

期
し
て
断
定
し
て
い
な
い
が
、
史
料
に
よ
っ
て

ωの
意
味
に
歴
史
的
解
稗
が
で

き
る
こ
と
左
論
詮
し
で
あ
れ
ば
な
お
讃
者
に
わ
か
り
易
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
史
撃
者
と
し
て
史
料
上
に
わ
か
に
論
じ
得
ら
れ
ぬ
と
い

う
剣
断
の
も
と
に
ぼ
か
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
第
一

一編
第
一
章
に
お

い
て
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
の
古
代
的
園
家
形
態
と
中

世
的
園
家
形
態
と
に
つ
い
て
述
べ
る
時

(四
八
頁
J
四
九
頁
〉
、

突
阪
園
家
に

闘
す
る
著
者
の
研
究
成
果
と
、
最
近
の
村
上
正
二
氏
の
モ
ン
ゴ
ル
研
究
の
成
果

と
の
中
間
的
介
在
(
時
期
的
に
〉

と
し
て
唐
末
宋
初
の
河
西
東
端
の
涼
州
に
接

駄
を
お
い
て
六
盤
山
山
脈
、
挑
水
流
域
、
黄
河
南
岸
、
ア
ラ
シ
ャ
ン
沙
漠
に
ま

で
威
を
振
っ
て
い
た
有
名
な
六
谷
蕃
部
大
築
闘
の
部
族
結
合
の
紋
態
な
ど
傍
登

と
し
て
引
用
し
、
あ
く
ま
で
史
賓
を
な
る
べ
く
多
く
論
銭
と
し
て
結
論
し
た
い

理
論
に
近
づ
く
と
い
う
論
法
を
望
み
た
い
と
思
う。

こ
の
例
と
し
て
あ
げ
た
六

谷
蕃
部
な
ど
は
突
阪
、

モ
ン
ゴ
ル
の
よ
う
な
大
帝
国
に
設
展
し
な
か
っ
た
が
、

漢
文
史
料
と
し
て
は
績
資
治
通
鑑
長
編
、
宋
合
同要
輯
稿
、
敦
燈
文
献
な
ど
容
易

に
利
用
し
得
る
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
北
隣
に
設
展
し
た

西
夏
の
園
家
構
成
に
も
注
目
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
著
者
は
博
国
学
の
大
家
で
あ

り
、
言
語
与
の
ほ
か
民
族
事
、
一
耽
曾
聞
宇
な
ど
も
研
究
さ
れ
、
そ
の
理
論
を
身
に

つ
け
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
少
な
い
史
賓
に
議
っ

て
全
程
的
構
想
を
打
立
て
る
場
合
、
一
般
的
に
は
こ
れ
ら
の
理
論
に
も
と
づ
か

ざ
る
を
得
な
い
だ
け
に
、
論
述
の
仕
方
が
時
に
急
に
考
設
の
連
鎖
か
ら
飛
躍
し

て
理
論
め
く
と
、

筆
者
な
ど
は
さ
ら
に
も
う

一一層の
仲
介
的
史
料
事
貫
を
示
し

て
く
れ
た
な
ら
ば
著
者
の
言
お
う
と
す
る
黙
が
さ
ら
に
明
確
化
し
て
く
る
と
感

じ
た
わ
け
で
あ
る
。
新
し
い
水
準
を
示
す
内
容
だ
け
に
、
松
田
縛
土
の
若
き
頃

の
突
蕨
に
関
す
る
文
献
撃
的
研
究
に
謝
す
る
の
と
ち
が
っ
た
感
想
が
私
に
は
さ

れ
、
慾
を
言
え
ば
右
に
述
べ
た
よ
う
な
希
望
を
し
た
い
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に

こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
の
を
主
と
L
、
後
に
ふ
れ
た
注

文
は
、
あ
る
い
は
深
い
著
者
熟
考
後
の
態
度
に
気
付
か
ず
、
非
躍
を
敢
え
て
犯

し
て
い
る
や
も
知
れ
ぬ
こ
と
を
怖
れ
る
。
た
だ
、
み
ご
と
に
大
成
さ
れ
た
貴
重

な
労
作
を
前
に
し
て
感
動
を
禁
じ
得
ず
、
ま
こ
と
に
斯
撃
が
誇
る
近
年
の
大
牧

獲
で
あ
る
。
特
に
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史
研
究
の
研
究
方
法
と
研
究
成
果
に
お

い
て
、
従
来
の
わ
が
簡
の
水
準
を
迄
か
に
抜
き
ん
出
て
、
査
期
的
な
高
さ
に
お

い
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
誇
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
著
者
の
活
躍
と
健

康
と
を
祈
念
し
て
筆
を
捌
く。
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