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史
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森
安
孝
夫
氏
の
批
判
に
関
連
し
て

問

野

英

二

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
、
購
本
の
東
洋
史
学
界
で
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

（
東
西
陸
上
交
通
路
）
の
存
在
が
中
央
ア
ジ
ア
の
住
民
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど

の
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
門
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観

論
争
」
と
呼
ば
れ
る
さ
さ
や
か
な
論
争
が
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
の
論
争
の

い
わ
ば
起
爆
剤
と
も
な
っ
た
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
…
草
原
と
オ
ア
シ
ス

の
世
界
』
（
新
書
東
洋
史
八
、
講
談
社
現
代
新
書
、
　
…
九
七
七
年
）
と
い
う

書
物
の
著
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
本
人
と
し
て
は
、
こ
の
著
書
で
述

べ
た
こ
と
は
当
時
す
で
に
中
央
ア
ジ
ア
史
を
専
攻
す
る
若
手
研
究
者
の
間
で

は
む
し
ろ
当
然
と
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
、
や
が
て

そ
れ
ら
若
手
研
究
者
の
成
長
と
共
に
、
学
界
の
常
識
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
信

じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
唖
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
出
版
の
直
後
に

「
中
央
ア
ジ
ア
史
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
…
i
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
と
の
訣
別

i
」
（
『
朝
日
ア
ジ
ア
レ
ビ
ュ
ー
』
九
…
一
、
通
巻
三
三
、
～
九
七
八
年
）

と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
そ
こ
で
自
ら
の
考
え
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
は

し
た
も
の
の
、
こ
の
論
争
に
直
接
参
加
す
る
事
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

も
あ
っ
て
か
、
こ
の
論
争
は
い
わ
ば
自
然
消
滅
的
に
終
わ
り
、
論
争
に
つ
い

て
の
決
着
は
時
の
流
れ
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
あ
れ
か
ら
す
で
に
三
〇
年
の
歳

月
が
流
れ
た
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
次
の
［
で
述
べ
る
よ
う
に
、
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
で
述
べ

た
よ
う
な
考
え
は
、
三
〇
年
の
歳
月
を
経
て
、
現
在
、
日
本
の
東
洋
史
学
界

に
お
い
て
、
ほ
ぼ
常
識
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
最

近
、
森
安
孝
夫
氏
が
一
般
向
け
な
が
ら
、
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
睡
（
興

亡
の
世
界
史
五
、
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
と
題
す
る
書
物
を
出
版
し
、
そ

の
中
で
森
安
氏
は
、
か
つ
て
松
田
壽
男
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
筆
者
ら
が
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批
判
し
た
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
扁
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
の
三
で
述
べ

る
）
の
再
興
を
め
ざ
し
て
、
筆
者
の
考
え
を
く
り
か
え
し
批
判
し
て
い
る
。

　
そ
れ
故
、
小
論
で
は
、
森
安
氏
の
批
判
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
一

方
的
な
も
の
で
、
氏
の
批
判
に
は
と
う
て
い
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

筆
者
の
見
解
を
示
し
た
い
。
ま
た
、
筆
者
が
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
扁
と
呼

ん
だ
松
田
氏
の
考
え
と
筆
者
の
考
え
で
最
も
異
な
る
中
央
ア
ジ
ア
・
オ
ア
シ

ス
都
市
の
性
格
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
現
時
点
で
あ
ら
た
め
て
再
考

し
、
筆
者
が
現
在
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
考
え
て
い
る
か
を

示
し
た
い
。
そ
し
て
結
論
的
に
は
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
に
関
わ
る
争

点
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
筆
者
の
三
〇
年
前
の
考
え
を

特
に
改
め
る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

【

　
以
下
の
論
述
に
先
立
っ
て
、
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
で
展
開
し
た
筆
者

の
考
え
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
「
中
央
ア
ジ
ア
篇
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
用
す
る
。

た
だ
し
こ
の
「
中
央
ア
ジ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
漠
然
と
し
た
雷
葉
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
広
義
や
狭
義
な
ど
、
様
々
な
用
法
が
あ
る
が
、
筆
者
の
い
う

「
中
央
ア
ジ
ア
」
と
は
、
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
の
他
、
間
野
英
二
編

『
中
央
ア
ジ
ア
史
聴
（
同
朋
舎
、
　
…
九
九
九
年
）
や
間
野
英
一
　
・
堀
川
徹
編

魍
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
隔
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
｝
δ

〇
四
年
）
の
中
に
も
明
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
東
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
オ
ア

シ
ス
地
帯
と
そ
の
北
方
に
広
が
る
草
原
地
帯
、
そ
れ
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北

部
お
よ
び
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
を
含
ん
だ
地
域
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
筆

者
の
「
中
央
ア
ジ
ア
」
は
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
を
も
含
む
「
広
義
の
中
央

ア
ジ
ア
」
、
す
な
わ
ち
「
内
陸
ア
ジ
ア
扁
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
以

下
の
記
述
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
お
き
た

い
。

　
さ
て
、
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
に
述
べ
た
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
は
、

前
掲
の
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
』
（
二
〇
〇
四
年
）
の
「
は

じ
め
に
」
の
中
で
、
筆
者
は
次
の
ご
と
く
要
約
し
て
お
い
た
。

　
　
　
今
回
の
（
「
申
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
」
に
関
す
る
）
放

　
　
送
の
主
任
講
師
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
「
は
じ
め
に
」
を
執
筆
し
た
筆

　
　
者
（
目
間
野
）
は
一
九
七
七
年
に
噸
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
－
草
原
と

　
　
オ
ア
シ
ス
の
世
界
』
（
講
談
社
現
代
新
書
）
と
い
う
小
著
を
出
版
し
た
。

　
　
こ
の
小
著
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
東
西
陸
上
交
通
路
（
シ
ル
ク

　
　
ロ
ー
ド
）
の
、
申
央
ア
ジ
ア
住
民
に
と
っ
て
の
存
在
意
義
を
過
大
視
す

　
　
る
当
時
の
学
界
の
通
説
（
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
）
を
批
判
し
、
主
に
次

　
　
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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（
一
）
　
中
央
ア
ジ
ア
史
は
、
漢
文
史
料
な
ど
の
外
国
の
史
料
で
は
な
く
、

　
　
中
央
ア
ジ
ア
で
、
中
央
ア
ジ
ア
の
人
々
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
、
中

　
　
央
ア
ジ
ア
の
現
地
語
史
料
を
申
心
に
据
え
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
（
二
）
　
中
央
ア
ジ
ア
史
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
利
用
し
て
の
中
央
ア
ジ

　
　
ア
と
中
国
・
西
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
交
流
（
東
西
の
関
係
）
よ

　
　
り
も
、
中
央
ア
ジ
ア
内
部
に
存
在
し
た
草
原
の
遊
牧
民
と
オ
ア
シ
ス
の

　
　
定
住
民
の
相
互
関
係
（
南
北
の
関
係
）
を
基
軸
に
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
（
三
）
　
つ
ま
り
申
央
ア
ジ
ア
は
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
世
界
」
と
し
て
よ

　
　
り
も
「
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世
界
」
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
が
筆
者
の
主
張
の
要
約
で
あ
る
。
で
は
、
当
時
か
ら
三
〇
年
の
月
日

が
経
過
し
た
現
在
で
は
、
あ
の
論
争
に
つ
い
て
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
の
最
前

線
に
あ
る
研
究
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
近

年
の
…
一
人
の
研
究
者
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

　
ま
ず
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
社
会
史
の
専
門
家
で
あ
る
堀
直
（
ほ
り
す
な

お
）
氏
は
、
今
か
ら
｛
○
年
ほ
ど
前
に
、
門
草
原
の
道
」
（
歴
史
学
研
究
会
編

『
世
界
史
と
は
何
か
　
多
元
的
世
界
の
接
触
の
転
機
』
、
講
座
世
界
史
一
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
あ
の
論
争
を

総
括
し
て
、
「
こ
の
間
野
の
提
唱
し
た
中
央
ア
ジ
ア
史
の
構
造
論
は
…
…
新

し
い
問
題
を
生
ん
だ
も
の
の
、
ほ
ぼ
学
界
に
容
認
さ
れ
定
着
し
て
い
る
（
二

九
四
ペ
ー
ジ
）
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
中
央
ア
ジ
ア
近
現
代
史
の
専
門
家
で
あ
る
宇
山
智
彦
氏
は
、
七
年

前
に
出
版
さ
れ
た
近
現
代
史
を
申
心
と
す
る
中
央
ア
ジ
ア
の
通
史
、
咽
中
央

ア
ジ
ア
の
歴
史
と
現
在
騙
（
東
洋
書
店
、
一
～
○
○
○
年
）
の
中
で
、
こ
の
論

争
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
紹
介
し
、
な
お
残
さ
れ
た
問
題
点
を
指
摘
し
た

が
、
結
局
、
「
（
問
題
は
残
る
に
し
て
も
）
大
筋
と
し
て
は
、
間
野
と
同
世
代

お
よ
び
そ
れ
以
降
の
研
究
者
（
“
間
野
と
同
世
代
の
研
究
者
、
お
よ
び
間
野

の
世
代
以
降
の
よ
り
若
い
世
代
の
研
究
者
）
の
支
持
に
よ
っ
て
、
「
脱
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
論
」
は
事
実
上
勝
利
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
見
え

る
「
脱
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
論
」
と
は
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
を
批
判
し
た
筆

者
ら
の
議
論
を
指
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
筆
者
以
外
の
研
究
者
た
ち
の
見
解
を
も
参
考
に
し
て
、
筆

者
も
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
』
（
二
〇
〇
四
年
）
の
中
で
、

筆
者
の
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
睡
に
見
え
る
よ
う
な
考
え
は
「
現
在
学
界
の

常
識
と
し
て
お
お
む
ね
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
四
ペ
ー
ジ
）

と
書
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
最
近
、
森
安
孝
夫
氏
の
『
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
隔
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
中
で
森
安
氏
は
筆
者
の
考
え
を
何

度
も
批
判
し
て
い
る
。
森
安
氏
の
批
判
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
示

す
前
に
、
ま
ず
、
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
の
中
で
筆
者
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

に
つ
い
て
自
己
の
考
え
を
述
べ
た
部
分
を
引
用
し
て
示
し
た
い
。
こ
の
部
分
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が
森
安
氏
の
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

職
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
睡
で
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
と
表
記

し
て
い
る
。

　
さ
て
、
筆
者
は
、
こ
の
書
物
の
申
に
「
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
と
正
倉
院
の
屏

風
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、

　
　
　
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
を
結
ぶ
東
西
交
通
路
、
ま
た
申
央
ア

　
　
ジ
ア
の
草
原
地
帯
を
通
過
す
る
東
西
交
通
路
は
、
普
通
、
そ
の
路
を
通

　
　
っ
て
運
搬
さ
れ
た
代
表
的
な
商
品
で
あ
る
絹
の
名
を
と
っ
て
、
シ
ル

　
　
ク
・
ロ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
絹
の
道
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
道
が
、

　
　
地
理
上
の
発
見
に
よ
っ
て
海
上
交
通
路
の
発
達
す
る
　
五
～
一
六
世
紀

　
　
に
至
る
ま
で
、
常
に
東
西
交
通
の
幹
線
路
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
の

　
　
余
地
が
な
い
（
七
〇
ペ
ー
ジ
）
。

と
述
べ
、
ま
ず
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
「
常
に
東
西
交
通
の
幹
線
路
で
あ
っ
た

こ
と
」
を
確
認
し
た
後
、
こ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
文
化
交

流
の
一
例
と
し
て
、
イ
ラ
ン
学
者
伊
藤
義
教
氏
の
正
倉
院
所
蔵
「
羊
木
鵬
纈

屏
風
（
ひ
つ
じ
き
ろ
う
け
ち
の
び
よ
う
ぶ
と
に
関
す
る
興
味
深
い
研
究
を

詳
し
く
紹
介
し
て
、

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
（
正
倉
院
の
屏
風
に
見
え
る
）
羊
と
、
…
…
申
央

　
　
ア
ジ
ア
の
ア
フ
ラ
！
シ
ア
ー
ブ
出
土
の
壁
画
に
み
え
る
、
羊
の
図
案
を

　
　
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
の
類
似
性
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
類
似
性
は
、
日
本
・
中
国
と
イ
ラ
ン
と
い
う
、
き
わ
め
て
遼
隔

の
地
の
間
に
存
在
し
た
中
央
ア
ジ
ア
の
東
西
交
渉
史
上
の
役
割
を
明
確

に
伝
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
の
存
在
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
住
民
た
ち
に

よ
っ
て
、
ど
の
程
度
意
識
さ
れ
て
い
た
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
疑
問

は
、
す
で
に
序
章
に
お
い
て
（
エ
ハ
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア
出
身
の
人
々

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
二
つ
の
歴
史
書
の
内
容
を
根
拠
に
）
述
べ
た
の
で

今
は
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
が
文
化
の

伝
播
路
で
あ
る
と
同
時
に
、
東
西
貿
易
の
幹
線
路
で
も
あ
っ
た
た
め
、

そ
の
幹
線
ぞ
い
の
オ
ア
シ
ス
の
民
の
中
に
は
、
後
述
す
る
ソ
グ
ド
人
の

如
く
国
際
的
な
商
人
と
し
て
活
躍
す
る
者
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め
よ
う
。
た
だ
し
、
オ
ア
シ
ス
都
市
の
商
人
た
ち
の
活
動
の
意

義
を
、
あ
ま
り
に
過
大
視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
門
有
名
な
シ

ル
ク
・
ル
ー
ト
の
貿
易
は
、
オ
ア
シ
ス
の
経
済
生
活
の
な
か
に
入
っ
て

く
る
と
い
う
よ
り
は
、
オ
ア
シ
ス
を
通
過
す
る
ぜ
い
た
く
品
の
長
距
離

貿
易
（
正
し
く
は
中
継
貿
易
と
（
オ
ー
エ
ン
・
ラ
テ
ィ
モ
ア
）
で
あ
っ

た
と
す
る
見
解
も
あ
る
こ
と
を
、
心
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
で

あ
ろ
う
」
（
七
四
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
た
。
ま
た
シ
ル
ク
ロ
…
ド
を
利
用
し
て
展
開
さ
れ
た
ソ
グ
ド
人
の
国

際
的
な
通
商
活
動
を
紹
介
し
た
後
、
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中
国
人
の
記
録
に
よ
っ
て
、
ソ
グ
ド
人
た
ち
の
商
人
と
し
て
の
活
動

　
　
に
あ
ま
り
に
眼
を
う
ば
わ
れ
て
、
ソ
グ
ド
地
方
を
中
心
と
す
る
中
央
ア

　
　
ジ
ア
の
諸
オ
ア
シ
ス
都
市
を
、
も
っ
ぱ
ら
商
業
都
市
、
隊
商
基
地
と
規

　
　
定
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
オ
ア
シ
ス
都
市
の
基
本

　
　
的
な
経
済
は
、
何
よ
り
も
農
業
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

　
　
ろ
う
（
八
九
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
た
。
な
お
、
「
中
央
ア
ジ
ア
の
諸
オ
ア
シ
ス
都
市
を
、
も
つ
ば
ら
商

業
都
市
、
隊
商
基
地
と
規
定
扁
し
た
の
は
、
後
に
三
に
記
す
よ
う
に
「
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
史
観
」
の
提
唱
者
で
あ
る
松
田
壽
男
氏
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
森
安
氏
は
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
撫
の
中
で
、
筆

者
、
お
よ
び
筆
者
の
考
え
を
支
持
す
る
研
究
者
た
ち
の
考
え
に
つ
き
、

　
　
門
あ
え
て
極
端
に
い
え
ば
、
こ
れ
（
日
間
野
ら
の
議
論
）
は
中
央
ア
ジ

　
　
ア
史
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
学
問
的
に
抹
殺
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
あ

　
　
る
」
（
七
一
一
ペ
ー
ジ
）

　
　
「
（
閾
野
ら
に
よ
っ
て
）
N
H
K
の
新
旧
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
薩
シ
リ
ー
ズ

　
　
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
や
鵬
版
界
の
風
潮
と
、
本
書
も
含
め
シ
ル

　
　
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
書
物
に
ひ
か
れ
る
読
者
自
身
の
姿

　
　
勢
ま
で
も
が
非
難
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
七
三
ペ
ー

　
　
ジ
）

　
　
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
よ
る
「
東
西
」
貿
易
に
ほ
と
ん
ど
意
義
を
認
め
よ

　
　
う
と
し
な
い
間
野
英
二
」
（
七
三
ペ
ー
ジ
）

　
　
「
間
野
の
主
張
の
要
点
を
繰
り
返
す
と
…
…
東
西
を
繋
ぐ
と
い
わ
れ
る

　
　
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
商
人
な
ど
と
い
う
も
の
に
大
し
た
意
味
は
な
（
い
と
い

　
　
う
も
の
で
あ
る
）
（
七
四
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
以
下
に
、
こ
の
森
安
氏
の
記
述
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
記
し
た
い
。
ま

ず
、
森
安
氏
の
批
判
の
前
半
部
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
に
引
用
し
た
『
中

央
ア
ジ
ア
の
歴
史
　
　
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世
界
㎏
の
記
述
を
素
直
に
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。
「
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
…
…
が
、
地
理
上
の
発
見
に
よ
っ

て
海
上
交
通
路
の
発
達
す
る
一
五
～
一
六
世
紀
に
至
る
ま
で
、
常
に
東
西
交

通
の
幹
線
路
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
」
と
か
「
シ
ル
ク
・

ロ
ー
ド
が
文
化
の
伝
播
路
で
あ
る
と
同
時
に
、
東
西
貿
易
の
幹
線
路
で
も
あ

っ
た
た
め
」
と
記
し
た
筆
者
は
、
た
と
え
「
あ
え
て
極
端
に
」
い
う
と
し
て

も
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
学
問
的
に
抹
殺
し
よ
う
」
な
ど
と
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
答
え
は
否
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
を
冠
し
た
多
数
の
書
物
の

著
者
と
し
て
、
ま
た
松
田
壽
男
氏
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
論
の
継
承
者
と
し
て
筆

者
の
考
え
を
批
判
さ
れ
た
長
沢
和
俊
氏
の
「
間
野
さ
ん
を
中
心
と
す
る
グ

ル
ー
プ
の
人
た
ち
が
…
…
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
と
き
め
つ

け
る
ん
だ
と
し
た
ら
問
題
し
と
い
う
座
談
会
で
の
発
言
に
対
し
て
、
筆
者
の
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考
え
を
、
よ
り
学
問
的
な
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
た
護
雅
夫
氏
で
す
ら
、
門
そ

こ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
間
野
さ
ん
が
い
っ
て
い
る
こ

と
は
、
け
っ
き
ょ
く
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
論
は
東
西
交
渉
史
家
に
ま
か
せ
ろ
、
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
」
（
騨
歴
史
公
論
』
四
⊥
二
、
一
九
七
八
年
、

三
五
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
事
実
、
筆
者
は
先
に
挙
げ
た
「
中
央
ア
ジ
ア
史
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ー
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
と
の
訣
朋
1
」
の
中
で
も
、
「
私
と
て
も
と
よ
り
中
央

ア
ジ
ア
史
に
と
っ
て
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
存
在
意
義
を
、
全
面
的
に
否
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
た
し
か
に
、
中
央
ア
ジ
ア
の
文
化
史
は
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
東
西
文
化
交
流
に
関
わ
り

あ
る
問
題
の
検
討
を
、
私
た
ち
は
し
ば
ら
く
東
西
交
渉
史
の
専
門
家
の
手
に

委
ね
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
当
面
、
交
渉
史
と
は
無
関
係
の
中

央
ア
ジ
ア
独
自
の
諸
問
題
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
扁
（
三
六
ペ
ー

ジ
）
と
書
き
、
ま
た
「
そ
し
て
…
…
私
た
ち
に
よ
っ
て
、
中
央
ア
ジ
ア
で
書

か
れ
た
諸
文
献
の
記
述
を
主
要
な
論
拠
と
し
て
…
：
よ
つ
の
中
央
ア
ジ
ア
史

生
が
描
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
私
た
ち
は
隣
接
分
野
の
東
西
交
渉

史
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
作
り
上
げ
た
中
央
ア
ジ
ア
史
の
像
を

仔
細
に
検
討
し
て
み
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
作
業
が
完
了
し
た

時
、
中
央
ア
ジ
ア
は
そ
の
神
秘
の
ベ
ー
ル
を
ぬ
い
で
、
は
じ
め
て
私
た
ち
の

甫
に
、
そ
の
真
の
姿
を
現
す
で
あ
ろ
う
」
（
三
六
ペ
ー
ジ
）
と
書
い
て
い
る
。

ど
こ
に
「
中
央
ア
ジ
ア
史
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
学
問
的
に
抹
殺
目
し
よ
う

な
ど
と
い
う
考
え
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
森
安
氏
の
批
判
が
、
先
の
長

沢
氏
と
同
様
の
、
曲
解
に
基
づ
く
、
一
方
的
な
批
判
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り

に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
長
沢
氏
の
発
言
に
あ
る
「
間
野
さ
ん
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
」

な
ど
と
い
う
グ
ル
ー
プ
は
、
当
時
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
書
評
な
ど

の
形
で
、
筆
者
の
考
え
に
賛
意
を
表
し
て
く
れ
た
研
究
者
は
、
筆
者
が
把
握

す
る
限
り
で
も
十
数
名
に
も
の
ぼ
っ
た
が
、
当
時
、
そ
の
人
々
の
間
に
横
の

連
絡
や
組
織
な
ど
は
絶
え
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
森
安
氏
の
筆
者
に
対
す
る
批
判
に
も
ど
る
が
、
筆
者
が
、
森
安
氏
の
い
う

よ
う
に
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
く
り
か
え
し
と
り
あ
げ
る
マ
ス
コ
ミ
や
出
版
社

の
風
潮
、
さ
ら
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
愛
好
す
る
読
者
た
ち
の
姿
勢
を
「
非

難
」
し
た
こ
と
が
一
度
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
筆
者
の
書
い
た
も
の

の
中
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
な
ら
、
森
安
氏
は
そ
れ
を
明
確
に
示
す

責
務
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
が
、
地
域
を
指
す
言
葉
と
し
て
は
あ
ま
り

に
も
曖
昧
な
言
葉
で
あ
る
た
め
、
研
究
者
が
地
域
を
指
す
番
葉
と
し
て
、
こ

の
言
葉
を
研
究
論
文
な
ど
で
使
う
こ
と
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
こ
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
い
う
言
葉
が
「
あ
き
ら
か
に
（
西
洋
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の
）
　
一
九
世
紀
型
の
文
明
観
や
偏
見
を
内
包
し
て
い
る
」
（
杉
山
正
明
「
申

央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
歴
史
構
図
…
世
界
史
を
つ
な
い
だ
も
の
」
㎎
岩
波
講
座
世

界
歴
史
～
轟
　
一
九
九
七
年
、
八
一
ペ
ー
ジ
）
言
葉
で
あ
る
以
上
、
『
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
』
の
中
で
「
西
洋
中
心
史
観
の
打
倒
」
を
声
高
に
叫
ぶ

森
安
氏
が
、
　
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
の
西
洋
で
誕
生
し
、

ド
イ
ツ
の
地
理
学
者
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
国
く
o
p
聞
酒
げ
夢
。
｛
魯
が
普
及
さ

せ
た
こ
の
雷
葉
（
保
柳
睦
美
『
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
地
帯
の
自
然
と
変
遷
〔
修

正
版
〕
』
古
今
書
院
、
一
九
八
～
年
、
一
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。
ド
イ
ツ
語
で
は

「
ザ
イ
デ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ン
」
）
を
特
に
吟
味
・
検
討
す
る
こ
と
も
な

く
、
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
の
は
、
実
に
奇
妙
な
こ
と
だ
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

　
し
か
し
、
、
マ
ス
コ
ミ
や
出
版
社
、
そ
れ
に
旅
行
社
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

目
的
に
応
じ
て
、
一
般
に
親
し
ま
れ
た
こ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
言
葉
を

使
う
の
は
自
由
で
あ
る
。
筆
者
自
身
、
こ
れ
ま
で
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
愛
好

す
る
一
般
の
入
々
を
対
象
に
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
名
を
冠
し
た
講
演
を
何
度

も
行
っ
て
い
る
。
「
非
難
偏
す
べ
き
相
手
を
対
象
に
、
そ
の
よ
う
な
講
演
な

ど
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
森
安
氏
の
批
判
は
、
こ
れ
ま
た
事
実
に
相
違
す
る
一

方
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
森
安
氏
の
批
判
の
後
半
部
に
移
る
が
、
筆
者
は
「
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
が

…
…
東
西
貿
易
の
幹
線
路
扁
で
あ
る
と
書
き
、
ソ
グ
ド
人
の
国
際
的
な
商
人

と
し
て
の
活
躍
に
つ
い
て
も
記
述
し
た
。
は
た
し
て
筆
者
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

に
よ
る
「
東
西
」
貿
易
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
商
人
の
意
義
を
「
ほ
と
ん
ど
認
め

よ
う
と
し
な
」
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

た
だ
、
筆
者
は
そ
の
意
義
を
「
過
大
視
す
る
こ
と
」
に
は
問
題
が
あ
り
、
過

大
視
す
る
の
は
「
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
森
安

氏
の
記
述
は
、
こ
の
点
で
も
筆
者
の
考
え
を
正
し
く
伝
え
て
い
な
い
。
な
お

こ
の
点
は
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
に
関
わ
る
最
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
の

で
、
後
に
三
で
改
め
て
触
れ
た
い
。

　
要
す
る
に
、
森
安
氏
の
筆
者
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
批
判
は
、
学
問
的

な
批
判
と
い
う
よ
り
も
、
筆
者
の
考
え
を
曲
解
し
た
、
き
わ
め
て
一
方
的
な

内
容
の
も
の
で
あ
る
。
噌
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
庸
帝
国
』
の
よ
う
に
一
般
読
者

を
対
象
に
し
た
書
物
で
は
、
こ
の
よ
う
な
曲
解
に
基
づ
く
～
方
的
な
批
判
は

特
に
慎
む
べ
き
も
の
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
般
読
者
は
記
述
の
当
否
を

判
断
す
る
材
料
を
持
た
な
い
た
め
、
書
か
れ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し

て
受
け
取
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

二

　
森
安
氏
は
中
央
ア
ジ
ア
史
の
時
代
区
分
の
問
題
に
関
連
し
て
、
筆
者
が
中

央
ア
ジ
ア
の
「
イ
ス
ラ
ム
化
」
を
強
調
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う
（
八

｝
1
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
そ
し
て
「
中
央
ア
ジ
ア
史
全
体
を
見
渡
す
時
、
イ
ス
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ラ
ム
化
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
」
問
題
が
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
（
八
三
ペ
ー

ジ
）
。
こ
こ
で
は
、
森
安
氏
の
こ
の
～
連
の
記
述
に
関
連
し
て
筆
者
の
考
え

を
述
べ
た
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
筆
者
ら
の
「
中
央
ア
ジ
ア
」
は
、
現
在
、
ウ
ズ
ベ
ク

人
、
カ
ザ
フ
人
、
ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
の
テ
ユ
ル
ク
人
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
住

民
の
大
多
数
を
占
め
る
「
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
で
あ
る
。
筆
者

ら
の
歴
史
研
究
の
最
大
の
関
心
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
、
こ
の
よ
う
な
世
界
が
、

い
つ
頃
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
現
代

を
迎
え
た
か
、
ま
た
そ
の
中
に
ど
の
よ
う
な
社
会
が
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う

な
文
化
が
育
ま
れ
て
き
た
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
筆
者
ら
の
申
央
ア
ジ

ア
史
研
究
は
現
代
の
中
央
ア
ジ
ア
を
歴
史
的
に
理
解
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。

現
代
に
ま
で
連
な
る
こ
の
「
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
を
歴
史
的
に

解
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
テ
ユ
ル
ク
化
や
イ
ス
ラ
ー
ム
化
、
さ
ら
に
こ
の
世

界
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
相
の
歴
史
学
的
検
討
が
き
わ
め
て
重
要
な
課

題
と
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
森
安
氏
は
、
親
藩
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
な
ど
の
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
の
専
攻
が
イ
ス
ラ
ー
ム

化
以
前
の
、
仏
教
徒
や
マ
ニ
教
徒
が
活
躍
し
た
時
代
・
地
域
で
あ
る
た
め
も

あ
っ
て
か
、
氏
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
の
関
心
は
薄
く
、
氏
の
イ
ス
ラ
ー

ム
化
以
降
の
時
代
に
関
す
る
知
識
も
十
分
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、

中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
を
問
題
に
す
る
場
合
に
も
、
「
東
ト
ル
キ
ス

タ
ン
全
体
が
完
全
に
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
と
な
る
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
が
滅
び
た
後
、
一
五
世
紀
か
ら
に
す
ぎ
な
い
」
（
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
い
う

理
由
を
あ
げ
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
発
端
を

九
・
一
〇
世
紀
と
す
る
筆
者
の
考
え
を
、
「
イ
ス
ラ
ム
中
心
主
義
」
で
あ
る

と
か
「
（
早
く
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
た
）
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
視
点
か
ら
し
か

中
央
ア
ジ
ア
を
見
て
い
な
い
」
（
八
ニ
ペ
ー
ジ
）
な
ど
と
い
っ
て
批
判
す
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
在
、
中
央
ア
ジ
ア
の
「
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
が

「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
（
た
だ
し
、
こ
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
と
い
う
用

語
の
含
む
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
羽
田
正
『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
創
造
』
、

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
お
よ
び
濱
田
正
美
「
湖
南
・
撲
学
・

「
内
」
と
「
外
」
」
『
史
林
隔
八
九
－
一
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
を
参
照
さ
れ
た

い
）
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
こ
の
世
界
の
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
む

し
ろ
氏
の
い
う
「
イ
ス
ラ
ム
中
心
主
義
」
で
研
究
を
進
め
る
べ
き
だ
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
仏
教
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、

住
民
の
信
仰
生
活
の
み
な
ら
ず
、
税
制
、
契
約
、
裁
判
、
婚
姻
な
ど
、
住
民

の
す
べ
て
の
日
常
生
活
を
規
制
す
る
ト
ー
タ
ル
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
し

て
こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
は
現
在
も
中
央
ア
ジ
ア
で
生
き
続
け
て
い
る
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
「
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
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界
」
と
し
て
の
中
央
ア
ジ
ア
を
歴
史
学
の
研
究
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
に
関
わ
る
諸
問
題
を
中
心
に
研
究
を
進
め
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
イ
ス
ラ
ム
中
心
主
義
」
な
ど
と
呼
ん
で
批
判
す

る
の
は
誤
り
と
い
う
べ
き
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
ま
た
、
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
を
考
え
る
場
合
に
、
「
西
ト
ル
キ

ス
タ
ン
の
視
点
か
ら
し
か
中
央
ア
ジ
ア
を
見
て
い
な
い
」
（
△
一
ペ
ー
ジ
）

と
批
判
す
る
が
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
は
す
で
に
九
・
　
○

世
紀
に
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
西
部
、
す
な
わ
ち
カ
シ
ュ
ガ
ル
を
中
心
と
す
る

一
帯
で
始
ま
り
、
は
や
く
も
＝
世
紀
に
は
、
こ
の
地
の
出
身
者
で
あ
る
テ

ユ
ル
ク
人
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
よ
っ
て
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
写
さ
れ
た
テ
ユ

ル
ク
語
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
解
説
し
た
世
界
最
古
の
『
テ
ユ
ル
ク
語
辞
典
臨
や
、

や
は
り
ア
ラ
ビ
ア
文
字
に
よ
る
世
界
最
古
の
テ
ユ
ル
ク
語
文
学
作
品
『
幸
福

に
な
る
た
め
に
必
要
な
知
識
』
が
著
さ
れ
て
い
る
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
西
部

で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
一
一
世
紀
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
わ
る
重
要
な

文
化
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
西
部
の
イ
ス

ラ
…
ム
世
界
は
、
す
で
に
～
一
世
紀
に
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
使
用
し
た
テ
ユ

ル
ク
語
の
辞
書
や
文
学
作
晶
を
生
む
ほ
ど
に
、
文
化
的
に
も
成
熟
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
成
熟
期
に
直
接
先
立
つ
九
・
一
〇
機
紀
、
つ
ま
り
テ
ユ
ル

ク
人
に
よ
る
最
初
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
カ
ラ
・
ハ
ー
ン
朝
の
成
立
期
を
も
っ

て
、
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
み
な
ら
ず
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
も
含
む
中
央
ア

ジ
ア
の
テ
ユ
ル
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
発
端
と
見
る
こ
と
に
何
の
問
題
が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
確
か
に
、
森
安
氏
の
い
う
よ
う
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
東
部
の
ト
ル

フ
ァ
ン
地
方
の
イ
ス
ラ
イ
ム
化
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
崩
壊
後
の
一
五
世
紀
ま

で
ず
れ
込
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
地
方
は
、
ベ
ゼ
ク
リ
ク
石
窟
寺
院
の
壁
画

が
示
す
ご
と
く
仏
教
等
の
伝
統
が
強
く
、
ま
た
ア
ス
タ
ー
ナ
古
墳
群
の
遺
物

が
示
す
如
く
、
漢
人
や
漢
文
化
が
深
く
浸
透
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
地

方
は
、
七
世
紀
以
来
、
西
か
ら
東
へ
と
波
及
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
波
の
、

ま
さ
に
東
の
は
ず
れ
に
位
置
し
た
。
こ
の
位
置
と
こ
の
地
の
文
化
的
伝
統
の

根
強
さ
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
地
域
を
、
中
央
ア
ジ
ア
の
中
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム

化
の
特
に
遅
れ
た
特
殊
な
地
域
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
森
安
氏
の
中
央
ア

ジ
ア
史
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
こ
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
氏
の
専
門

領
域
が
こ
の
地
域
（
ト
ル
フ
ァ
ン
地
方
）
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
地
方
と
い
う
、
中
央
ア
ジ
ア
全
体
か
ら
見
れ
ば
い
わ
ば
特
殊
な
地
域

か
ら
の
視
点
で
構
築
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
特
殊
な
地
域
は
、

や
は
り
あ
く
ま
で
も
特
殊
な
地
域
と
し
て
扱
う
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
つ
ま
り
筆
者
の
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
け

っ
し
て
「
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
視
点
」
か
ら
構
築
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
西
部
に
見
ら
れ
た
め
ざ
ま
し
い
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
現

象
を
も
視
野
に
入
れ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
筆
者
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「シルクロード史観」再考（間野）

の
考
え
は
す
で
に
学
界
で
は
常
識
と
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
森
安
氏
の
批
判
は
、
特
殊
な
地
域
に
視
座
を
置
い
た
、
客
観
性
に
欠
け
る

一
方
的
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
森
安
氏
は
「
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
視
点
」
と
い
う
が
、
「
西

ト
ル
キ
ス
タ
ン
扁
出
身
の
ソ
グ
ド
人
の
活
動
を
扱
っ
た
森
安
氏
は
「
西
ト
ル

キ
ス
タ
ン
」
に
も
、
よ
り
深
い
ま
な
ざ
し
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

ソ
グ
ド
入
の
故
郷
で
あ
る
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
中
心
地
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
方

は
、
中
国
の
塾
代
に
あ
た
る
七
世
紀
以
降
、
じ
ょ
じ
ょ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し

た
。
そ
し
て
九
世
紀
に
は
イ
ラ
ン
入
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
サ
ー
マ
ー
ン

朝
の
中
心
地
と
な
り
、
や
が
て
こ
の
王
朝
の
宮
廷
を
中
心
に
特
色
あ
る
イ
ラ

ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
や
独
自
の
テ
ユ
ル
ク
人
奴
隷
軍
人
の
制
度
を
生
ん
だ
。

こ
の
時
代
に
、
こ
の
地
方
が
世
界
史
の
中
で
果
た
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大

き
い
。

　
し
か
し
、
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
臨
で
は
、
七
1
…
○
世
紀
に
進
展

し
た
ソ
グ
ド
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
や
こ
の
間
の
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
政
治
的
・

社
会
的
・
文
化
的
諸
状
況
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ソ

グ
デ
ィ
ア
ナ
の
外
で
の
ソ
グ
ド
人
の
隊
商
活
動
の
み
が
大
々
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
森
安
氏
は
、
筆
者
ら
が
三
〇
年
前
に
批
判
し
、
す

で
に
学
界
で
は
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
、
《
対
外
交
渉
史
に
重
点
を
置
き
、
中

央
ア
ジ
ア
内
部
の
史
的
状
況
の
解
明
に
重
点
を
遣
か
な
い
研
究
視
角
》
、
つ

ま
り
中
央
ア
ジ
ア
内
部
の
、
中
央
ア
ジ
ア
独
自
の
問
題
を
等
閑
視
し
た
交
渉

史
的
な
研
究
視
角
を
、
今
回
の
書
物
に
よ
っ
て
再
生
産
し
て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

　
森
安
氏
が
、
三
〇
年
前
に
優
勢
で
あ
っ
た
こ
の
よ
う
な
語
い
研
究
視
角
を

取
る
の
は
、
氏
が
、
中
央
ア
ジ
ア
で
、
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た

ち
が
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ペ
ル
シ
ア
語
、
そ
れ
に
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
テ
ユ
ル
ク
語
な

ど
で
残
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
を
原
典
に
よ
っ
て
十
分
に
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ブ
ハ
ー
ラ
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
と
と
も
に

ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
の
中
心
的
オ
ア
シ
ス
都
市
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム

進
出
期
風
後
の
ブ
ハ
ー
ラ
の
諸
状
況
、
つ
ま
り
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
に
お
け
る
ソ

グ
ド
人
た
ち
の
諸
状
況
に
つ
い
て
は
、
ナ
ル
シ
ャ
ヒ
ー
と
い
う
人
物
が
ア
ラ

ビ
ア
語
で
著
し
た
咽
ブ
ハ
ー
ラ
中
心
と
呼
ば
れ
る
歴
史
書
の
ペ
ル
シ
ア
語
版

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
研
究
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
容
易
に
利
用
で
き

る
優
れ
た
英
訳
本
（
涛
．
客
．
国
母
P
§
馬
ミ
象
。
姥
禽
b
d
幅
N
寒
§
貸
○
帥
旨
’

訂
置
σ
q
ρ
竃
霧
＄
o
ざ
ω
の
器
”
6
鰹
）
も
あ
る
。
森
安
氏
が
こ
の
重
要
な
イ
ス

ラ
ー
ム
史
料
を
も
し
少
し
で
も
利
用
し
て
い
れ
ば
、
当
該
期
の
ソ
グ
ド
人
や

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
内
情
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
を
語
る
こ
と
が
出
来
た
は
ず

で
あ
る
。

　
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
刊
行
後
の
三
〇
年
間
に
、
田
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム

研
究
は
飛
躍
的
な
発
展
を
見
せ
た
。
日
本
の
学
界
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
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て
の
知
識
も
深
ま
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
の
研
究
状
況
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。

森
安
氏
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
の
進
展
と
そ
の
研
究
成
果
に
注
意
を
払

い
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
中
央
ア
ジ
ア
史
上
に
持
つ
重
大
な
意
義
に
つ
い
て
も
、

正
し
い
認
識
を
持
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
イ
ス
ラ

ム
中
心
主
義
」
な
ど
と
い
う
雷
葉
を
使
う
自
ら
の
狭
い
視
野
と
古
い
姿
勢
を

た
だ
ち
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

三

　
以
上
、
筆
者
に
対
す
る
森
安
氏
の
批
判
を
中
心
に
、
こ
れ
に
対
す
る
当
事

者
と
し
て
の
考
え
を
述
べ
た
。
森
安
氏
の
批
判
が
筆
者
の
考
え
を
曲
解
し
た

一
方
的
な
も
の
で
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
森
安
氏
の
筆
者
に
対
す
る
批

判
は
別
に
し
て
、
筆
者
が
三
〇
年
前
に
、
当
時
の
若
手
研
究
者
ら
の
研
究
動

向
を
背
景
に
、
松
田
壽
男
氏
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
に
疑
問
を
投
げ
か

け
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

史
観
」
の
ど
う
い
う
点
が
問
題
な
の
か
。
そ
し
て
、
現
在
、
筆
者
が
「
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
史
観
論
争
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
述
べ
て
お

く
こ
と
も
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
論
を
進
め
る
前
に
、
筆
者
の
い
う
松
田
氏
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史

観
」
と
は
ど
の
よ
う
な
考
え
を
指
す
の
か
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
筆
者

が
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
松
田
氏
の
次
の
よ
う
な
考
え

を
指
す
。
以
下
に
、
筆
者
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
に
関
す
る
記
述
を
、

間
野
英
二
「
ト
ル
キ
ス
タ
ン
」
（
島
田
度
度
他
編
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入

門
』
四
、
同
朋
舎
、
一
九
八
四
年
、
四
七
－
四
八
ペ
ー
ジ
）
か
ら
引
用
す
る
。

　
　
　
独
創
的
な
研
究
者
で
あ
り
、
明
快
な
文
章
家
で
も
あ
っ
た
松
田
の
オ

　
　
ア
シ
ス
都
布
の
性
格
に
関
す
る
理
論
を
そ
の
最
近
の
著
『
砂
漠
の
文

　
　
化
』
（
中
公
新
書
、
一
九
六
六
年
；
『
松
田
毒
男
著
作
集
』
一
、
六
興

　
　
出
版
、
一
九
八
六
年
に
再
録
）
に
も
と
づ
い
て
要
約
す
れ
ば
以
下
の
如

く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
《
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の
発
展
は
隊
商
の
往
来
に
負
い
、

　
隊
商
活
動
の
み
が
オ
ア
シ
ス
都
市
に
活
気
を
ふ
き
こ
ん
だ
。
オ
ア
シ

　
ス
の
農
業
は
も
は
や
隊
商
た
ち
の
弁
当
づ
く
り
、
隊
商
活
動
の
裏
づ

　
け
と
い
っ
た
二
次
的
な
意
義
し
か
持
た
な
い
。

　
　
オ
ア
シ
ス
都
市
を
結
ぶ
隊
商
路
（
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
）
が
オ
ア
シ
ス

　
都
市
の
死
命
を
制
し
、
オ
ア
シ
ス
都
市
の
繁
栄
は
農
事
よ
り
む
し
ろ

　
そ
の
市
場
や
宿
駅
と
し
て
の
性
格
、
商
業
国
家
と
し
て
の
性
格
の
申

　
に
求
め
ら
れ
た
》
。

　
す
な
わ
ち
松
田
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
隊
商
路
と
し
て
の
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
存
在
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の
死
命
を
制
す
る
も
の

で
あ
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
存
在
な
く
し
て
、
オ
ア
シ
ス
都
市
の
繁
栄
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は
あ
り
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
存
在
が
中
央
ア
ジ

　
　
ア
そ
の
も
の
の
死
命
を
も
制
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
一
五
世
紀
宋
に
始

　
　
ま
る
海
路
に
よ
る
東
西
貿
易
の
発
達
は
、
そ
れ
ま
で
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を

　
　
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
隊
商
貿
易
を
「
ロ
ー
カ
ル
化
」
し
、
か
く
し
て

　
　
申
央
ア
ジ
ア
は
「
救
い
よ
う
の
な
い
忍
事
の
な
か
に
沈
滞
劃
し
て
い
っ

　
　
た
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
「
ト
ル
キ
ス
タ
ン
」
（
一
九
八
四
年
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ

の
松
田
氏
の
理
論
に
対
し
、
筆
者
は
、
先
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
『
中
央
ア

ジ
ア
の
歴
史
』
の
申
で
「
オ
ア
シ
ス
都
市
の
商
人
た
ち
の
活
動
の
意
義
を
、

あ
ま
り
に
過
大
視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
」
、
「
申
央
ア
ジ
ア
の
諸
オ
ア

シ
ス
都
市
を
、
も
っ
ぱ
ら
商
業
都
市
、
隊
商
基
地
と
規
定
す
る
こ
と
は
行
き

過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
オ
ア
シ
ス
都
市
の
基
本
的
な
経
済
は
、
何
よ
り
も

農
業
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
松
田
氏
の
四
〇
年
以
上
も
前
に
出
さ
れ
た
こ
の
理
論
は
、
今
回
の
森
安
氏

の
著
書
で
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

森
安
氏
の
記
述
を
特
に
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
く
、
松
田
氏
の
こ
の
理
論
に

つ
い
て
の
、
現
時
点
で
の
筆
者
の
考
え
を
述
べ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
た
だ

森
安
氏
が
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
に
関
連
し
て
筆
者
の
研
究
の
不
十
分

さ
を
批
判
し
た
部
分
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
適
当
な
箇
所

で
筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
松
田
氏
と
筆
者
の
考
え
で
最
も
異
な
る
点
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス

都
市
の
基
本
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

オ
ア
シ
ス
都
市
の
経
済
を
基
本
的
に
支
え
て
い
た
も
の
を
、
農
業
と
見
る
か
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
利
用
し
た
商
業
（
隊
商
貿
易
）
と
見
る
か
と
い
う
点
で
あ

．
る
。
筆
者
は
以
前
に
は
「
オ
ア
シ
ス
都
市
の
基
本
的
な
経
済
は
、
何
よ
り
も

農
業
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
た
が
、
現
在
で

は
農
業
に
、
鉱
業
や
織
物
業
な
ど
を
も
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。

　
要
す
る
に
検
討
す
べ
き
は
、
オ
ア
シ
ス
の
民
の
経
済
を
基
本
的
に
支
え
て

い
た
も
の
を
、
農
業
な
ど
の
産
業
と
見
る
か
、
隊
商
貿
易
と
見
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
森
安
氏
の
い
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
の
意
義
を
認
め
る
か
、

認
め
な
い
か
と
い
う
、
二
者
煙
い
的
な
問
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
ど

ち
ら
が
よ
り
基
本
的
で
、
ど
ち
ら
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
比
較

の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
結
論
的
に
い
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
の
三
〇
年
間
に
研
究
は
そ

れ
ほ
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
な
お
決
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

た
だ
、
以
下
に
紹
介
す
る
最
近
の
研
究
も
、
筆
者
の
三
〇
年
前
の
見
解
と
同

様
に
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
社
会
に
お
け
る
農
業
の
重
要
性
を
指
摘
し

て
い
る
。

　
ま
ず
、
一
六
世
紀
以
降
の
申
央
ア
ジ
ア
史
（
こ
の
場
合
は
西
ト
ル
キ
ス
タ
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ン
史
）
を
、
環
境
論
な
ど
を
も
含
む
新
し
い
視
角
か
ら
論
じ
た
ア
メ
リ
カ
の

マ
ク
チ
ェ
ス
ニ
ー
菊
．
U
■
ζ
o
O
ゲ
Φ
ω
p
Φ
《
の
優
れ
た
研
究
噸
申
央
ア
ジ
ア
』

（
O
§
琳
ミ
N
出
§
．
．
凄
§
§
§
蕊
軋
9
§
繋
軍
ぎ
8
8
望
巳
8
）
も
、
「
申

央
ア
ジ
ア
の
富
は
歴
史
的
に
見
て
農
業
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
扁
（
四
～

ペ
ー
ジ
）
と
し
て
お
り
、
大
航
海
時
代
以
降
の
国
際
交
易
に
あ
っ
て
も
、
申

央
ア
ジ
ア
は
農
業
生
産
物
で
あ
る
綿
花
や
煙
草
を
通
じ
て
世
界
経
済
と
密
接

に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
山
智
彦
編
の
『
中
央
ア
ジ

ア
を
知
る
た
め
の
六
〇
白
目
（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
九
七
ペ
ー
ジ
）

に
よ
る
と
、
現
代
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
も
、
そ
の
住
民
で
あ
る
「
ウ
ズ
ベ

ク
民
族
」
を
「
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
領
域
で
歴
史
的
に
人
工
的
灌
概

農
業
生
産
を
行
っ
て
き
た
定
住
民
」
と
規
定
す
る
の
が
国
家
の
公
式
見
解
で

あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ソ
グ
ド
人
の
故
郷
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
す
ら
、

そ
の
地
の
住
民
の
基
本
的
生
業
が
歴
史
的
に
農
業
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
隊
商
貿
易
を
強
調
す
る
森
安
氏
で
す
ら
、
「
農
業
を

生
活
基
盤
と
す
る
オ
ア
シ
ス
社
会
」
（
七
六
ペ
ー
ジ
）
と
か
「
（
ソ
グ
デ
イ
ア

ナ
の
）
都
市
国
家
の
経
済
基
盤
は
農
業
で
あ
（
る
）
」
（
九
三
ぺ
！
ジ
）
と
書

か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の
基
本
的
経
済
が

農
業
に
依
存
し
て
い
た
と
見
る
の
は
、
や
は
り
極
め
て
自
然
な
考
え
罪
な
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
松
田
氏
は
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
に
お
け
る
農
業
と
隊
商
貿
易

の
関
係
に
つ
い
て
、
『
中
央
ア
ジ
ア
史
』
（
ア
テ
ネ
文
庫
、
弘
文
堂
、
一
九
五

五
年
、
　
盈
ニ
ペ
ー
ジ
、
～
二
五
⊥
二
六
ペ
ー
ジ
；
『
松
田
壽
男
著
作
集
聴
　
一
、

六
興
出
版
、
一
九
八
六
年
に
再
録
）
の
中
で
、

　
　
オ
ア
シ
ス
そ
の
も
の
は
砂
漠
や
荒
地
で
か
こ
ま
れ
た
島
と
見
た
て
ら
れ

　
　
る
だ
け
に
、
面
積
が
限
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
の
う
え
耕
作
に
必
要
な
水

　
　
に
も
限
度
が
あ
る
。

と
書
き
、
さ
ら
に

　
　
も
と
も
と
耕
地
も
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
は
と
う
て
い
発
展
の
見
込
み

　
　
も
な
い
よ
う
な
オ
ア
シ
ス
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
最
初
は
農
業

　
　
を
立
前
と
し
て
発
足
し
た
に
せ
よ
、
や
が
て
は
食
糧
の
生
産
は
オ
ア
シ

　
　
ス
生
活
や
隊
商
の
活
動
を
ま
か
な
う
意
味
し
か
も
た
な
く
な
り
、
オ
ア

　
　
シ
ス
全
体
が
申
継
商
業
を
本
意
と
す
る
か
ま
え
に
移
り
か
わ
っ
て
く
る
。

　
　
…
…
い
ま
ま
で
農
民
か
ら
の
収
税
で
ま
か
な
っ
て
い
た
国
の
政
治
も
、

　
　
だ
ん
だ
ん
と
隊
商
の
利
益
に
よ
り
か
か
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
発
展
し

　
　
た
オ
ア
シ
ス
国
は
、
も
は
や
農
業
国
と
い
う
よ
り
も
商
業
国
家
と
呼
ば

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
歴
史
の
上
に
活
躍
し
た
ト

　
　
ゥ
ル
キ
ス
タ
ン
の
オ
ア
シ
ス
国
は
、
農
業
を
土
台
と
し
た
商
業
国
家
と

　
　
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
活
動
が
主
と
し
て
中
継
貿
易
に
あ

　
　
つ
た
こ
と
は
、
く
り
か
え
し
て
述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
松
田
氏
も
オ
ア
シ
ス
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
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農
業
が
基
本
的
生
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
た
だ
、
オ

ア
シ
ス
が
「
耕
地
も
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
は
と
う
て
い
発
展
の
見
込
み
も

な
い
」
た
め
、
隊
商
活
動
が
盛
ん
と
な
り
、
農
業
は
商
人
た
ち
の
隊
商
活
動

を
支
え
る
副
次
的
な
地
位
へ
と
転
落
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な

お
、
森
安
氏
も
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
九
三
ペ
ー

ジ
）
。

　
し
か
し
、
申
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
は
狭
く
、
従
っ
て
耕
地
も
少
な
い
と

い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
松
田
氏
の
理
論
構
築
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
間
野
英
二
、
申
見
立
夫
、
堀
直
、
小
松
久
男

『
内
陸
ア
ジ
ア
』
（
地
域
か
ら
の
世
界
史
六
、
朝
日
新
聞
社
、
　
…
九
九
二

年
）
の
「
総
論
」
の
中
で
、
松
田
氏
の
理
論
が
中
国
人
の
残
し
た
漢
文
史
料

の
記
述
を
基
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、

　
　
　
広
大
な
大
地
に
暮
ら
す
申
国
人
の
眼
に
は
、
オ
ア
シ
ス
は
確
か
に
狭

　
　
く
、
小
さ
く
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
さ
な
島
国
に
暮
ら
す
わ

　
　
れ
わ
れ
の
眼
に
は
、
巨
大
と
映
る
オ
ア
シ
ス
も
ま
た
多
い
。
松
田
の
理

　
　
論
に
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
面
で
の
根
源
的
な
問
題
が
あ
り
、
そ
の
理

　
　
論
の
当
否
は
、
今
後
も
現
地
資
料
に
よ
っ
て
多
面
的
か
つ
継
続
的
に
検

　
　
証
さ
れ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
た
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
オ
ア
シ
ス
都
市
サ
マ
ル
カ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
ソ
グ
デ

イ
ア
ナ
地
方
は
国
際
貿
易
に
活
躍
し
た
ソ
グ
ド
商
人
の
故
郷
で
あ
る
。
も
し

松
田
氏
の
理
論
が
正
し
い
と
す
る
と
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
で
は
、
耕
地
も
少
な

く
、
水
も
得
に
く
く
、
そ
こ
で
の
農
業
生
産
に
は
限
り
が
あ
っ
た
た
め
、
ソ

グ
ド
人
は
隊
商
貿
易
に
乗
り
出
し
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

現
地
を
訪
れ
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
方
の
サ
マ
ル
カ

ン
ド
や
ブ
ハ
ー
ラ
は
広
大
な
オ
ア
シ
ス
で
あ
る
。
筆
者
は
、
先
の
噸
内
陸
ア

ジ
ア
騙
（
四
八
…
四
九
ペ
ー
ジ
）
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
サ
マ
ル
カ
ン
ド
は
、
パ
ミ
ー
ル
高
原
の
雪
解
け
水
を
集
め
て
西
流
す

　
　
る
ザ
ラ
フ
シ
ャ
ー
ン
川
流
域
に
発
達
し
た
、
砂
漠
の
中
の
オ
ア
シ
ス
都

　
　
市
で
あ
る
。
古
来
、
ザ
ラ
フ
シ
ャ
ー
ン
川
流
域
の
住
民
た
ち
は
、
こ
の

　
　
川
の
本
流
、
支
流
か
ら
、
無
数
と
も
い
う
べ
き
多
く
の
灌
概
水
路
を
引

　
　
き
、
そ
の
水
を
巧
み
に
利
用
し
て
砂
漠
に
多
数
の
オ
ア
シ
ス
を
造
営
し

　
　
た
。
そ
の
結
果
、
ザ
ラ
フ
シ
ャ
ー
ン
川
流
域
｝
帯
は
、
申
央
ア
ジ
ア
で

　
　
も
他
に
例
を
見
な
い
オ
ア
シ
ス
の
密
集
地
帯
と
な
り
、
上
空
か
ら
眺
め

　
　
れ
ば
、
あ
た
か
も
白
い
砂
の
上
に
お
か
れ
た
　
本
の
緑
の
ベ
ル
ト
の
よ

　
　
う
な
景
観
を
見
せ
た
。
こ
の
緑
の
ベ
ル
ト
は
、
テ
イ
ム
ー
ル
帝
国
の
創

　
　
設
者
テ
ィ
ム
ー
ル
の
目
に
も
、
誇
る
べ
き
「
三
〇
ユ
ガ
チ
（
約
一
八
○

　
　
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
も
お
よ
ぶ
一
つ
の
庭
園
」
（
バ
ー
ブ
ル
）
と
ま
で

　
　
映
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
こ
の
緑
の
ベ
ル
ト
を
構
成
す
る
オ
ア
シ
ス
の
大
半
は
、
人
口
二
〇
〇
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一
二
〇
〇
〇
程
度
の
申
小
の
農
村
オ
ア
シ
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ブ
ド

　
　
ウ
、
メ
ロ
ン
、
リ
ン
ゴ
、
ザ
ク
ロ
な
ど
の
果
実
や
キ
ュ
ウ
リ
、
ネ
ギ
、

　
　
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
の
野
菜
、
そ
れ
に
小
麦
、
棉
花
、
キ
ビ
な
ど
が
栽
培
さ

　
　
れ
、
そ
れ
ら
は
、
定
期
市
の
た
つ
日
に
近
隣
の
比
較
的
大
き
な
オ
ア
シ

　
　
ス
の
市
場
（
バ
ザ
ー
ル
）
へ
と
運
ば
れ
た
。
…
…
緑
の
ベ
ル
ト
を
構
成

　
　
し
た
農
村
オ
ア
シ
ス
の
農
地
や
果
樹
園
、
水
論
小
屋
、
製
粉
所
、
そ
れ

　
　
に
市
場
の
店
舗
や
倉
庫
も
、
多
く
の
場
合
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
や
、
同
じ

　
　
ザ
ラ
フ
シ
ャ
ー
ン
河
畔
の
ブ
ハ
ー
ラ
と
い
っ
た
オ
ア
シ
ス
都
市
に
住
む

　
　
有
力
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
王
侯
、
貴
族
、
軍
人
、
大
商
入
、
宗
教
関
係

　
　
者
ら
の
所
有
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
農
村
地
帯
の
冨
は
、
租
税
、

　
　
小
作
料
、
賃
貸
料
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
都
市
に
流
入
す
る

　
　
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
砂
漠
の
中
に
あ
っ
て
も
、
灌
概
が
ゆ
き
と
ど
き
、
緑
豊
か
な
土

地
（
市
街
地
や
農
地
）
が
ま
る
で
一
本
の
緑
の
ベ
ル
ト
の
よ
う
に
続
く
こ
の

ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
例
を
見
る
と
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
は
狭
く
、
耕
地

も
少
な
い
た
め
、
そ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
隊
商
貿
易
が
発
達
し
た
と
は

簡
単
に
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ソ
グ
ド
商
人
の
国
際
的
な
活
躍
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

ソ
グ
ド
商
人
以
外
の
摺
磨
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の
住
民
の
商
人
と
し
て

の
国
際
的
な
活
躍
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
東
ト
ル
キ

ス
タ
ン
の
有
名
な
オ
ア
シ
ス
都
市
を
例
に
す
れ
ば
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
し
て
も
、

ボ
タ
ン
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
ク
チ
ャ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
オ
ア
シ
ス
都

市
の
商
人
の
、
ソ
グ
ド
人
の
よ
う
な
国
際
的
な
活
躍
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
が
三
〇
年
前
に
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
撫
に
書
い

た
よ
う
に
、
「
ソ
グ
ド
入
た
ち
の
商
人
と
し
て
の
活
動
に
あ
ま
り
に
眼
を
う

ば
わ
れ
て
、
ソ
グ
ド
地
方
を
中
心
と
す
る
中
央
ア
ジ
ア
の
諸
オ
ア
シ
ス
都
市

を
、
も
っ
ぱ
ら
商
業
都
市
、
隊
商
基
地
と
規
定
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ

ろ
う
」
と
現
在
も
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
先
に
紹
介
し
た
マ
ク
チ
ェ
ス
ニ
ー
の
研
究
や
、
申
央
ア
ジ
ア
を
本
拠
と
し

た
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
教
団
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
イ
ー
派
が
所
有
し
た
莫
大

な
財
産
を
検
討
し
た
ロ
シ
ア
の
チ
ェ
ホ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
研
究
『
一
五
・
～
六
世

紀
サ
マ
ル
カ
ン
ド
文
書
駈
（
○
■
員
。
畷
¢
×
o
じ
u
自
～
O
§
篤
§
§
訟
0
6
§
Q

O
9
蔓
5
ミ
訳
ミ
窪
塞
。
◎
窯
o
o
門
戸
狽
Φ
濯
）
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
テ
イ
ム
ー
ル
帝
国
期
を
含
む
一
五
世
紀
以
降
の
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の

経
済
は
基
本
的
に
農
業
に
依
存
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
筆
者
は

こ
の
確
実
な
研
究
成
果
を
基
礎
に
、
史
料
の
少
な
い
過
去
の
状
況
を
も
類
推

す
る
他
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
森
安
氏
は
「
近
代
（
森
安
氏
の
場
合
、
一

六
・
一
七
世
紀
以
降
）
の
東
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
住
民
の
大
多
数
は
農
民
と
な

っ
た
」
（
七
八
ペ
ー
ジ
）
と
い
い
、
一
六
・
一
七
世
紀
以
降
、
商
人
が
農
民

に
転
化
し
た
印
象
を
与
え
る
表
現
を
す
る
が
、
近
代
以
降
も
、
商
人
の
隊
商
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活
動
は
氏
も
認
め
る
よ
う
に
中
央
ア
ジ
ア
で
な
お
続
け
ら
れ
て
い
た
。
問
題

は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
経
済
の
中
で
農
業
な
ど
の
産
業
と
隊
商
活
動
の
ど
ち
ら

の
比
重
が
よ
り
重
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
近
代
に

限
ら
ず
、
近
代
以
前
も
中
央
ア
ジ
ア
の
経
済
が
基
本
的
に
農
民
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
、
現
時
点
で
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
中
央
ア
ジ
ア
に
は
ソ
グ
ド
人
の
如
く
国
際
的
な
通
商
活
動
に
従

事
し
た
人
々
も
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ソ
グ
ド
人
の
問
題
は
極
め
て
興

味
深
い
問
題
で
あ
り
、
日
本
で
も
羽
田
同
氏
以
来
、
古
く
か
ら
多
く
の
研
究

者
が
こ
の
ソ
グ
ド
人
の
問
題
を
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
き
た
。
ま
た
近

年
は
、
中
国
国
内
に
お
け
る
豪
華
な
ソ
グ
ド
人
墓
地
の
相
次
ぐ
発
掘
に
よ
っ

て
、
ソ
グ
ド
人
は
あ
ら
た
め
て
学
界
の
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
さ
ら

に
ソ
グ
ド
人
の
武
人
的
な
性
格
に
注
目
し
た
研
究
す
ら
も
現
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
ソ
グ
ド
入
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。

　
ま
ず
、
ソ
グ
ド
人
が
な
ぜ
国
際
的
な
隊
商
貿
易
に
乗
り
出
し
た
の
か
と
い

う
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
肥
沃
さ
・
広
さ

を
考
え
る
と
、
こ
の
問
題
の
解
答
に
、
オ
ア
シ
ス
の
狭
さ
を
基
軸
と
し
た
松

田
氏
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
何
か
別
の
理
由
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
グ
デ
ィ

ア
ナ
が
国
際
貿
易
路
の
十
字
路
上
の
交
差
点
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
地
理

的
理
由
は
、
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
納
得
で
き
て
も
、
理
由
の
全
て
と
は
見

な
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
農
業
な
ど
の
産
業
で
は
ま
か
な
い
切
れ
ぬ
ほ
ど

の
人
口
の
上
昇
が
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
か
ら
外
の
世
界
に
雄
飛
す
る
ソ
グ
ド
商

人
を
生
ん
だ
と
す
る
推
論
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
松
田
氏
も
オ
ア
シ
ス
の

「
余
剰
人
口
」
と
隊
商
活
動
と
を
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
（
前
掲
『
砂

漠
の
文
化
』
、
中
公
新
書
、
七
三
ペ
ー
ジ
）
。
森
安
氏
も
こ
の
松
田
氏
の
考
え

を
踏
襲
し
て
い
る
（
九
三
ペ
ー
ジ
）
。
し
か
し
、
例
え
ば
前
近
代
の
サ
マ
ル

カ
ン
ド
の
人
口
を
正
確
に
知
る
す
べ
も
な
く
、
い
わ
ん
や
人
ロ
の
あ
る
時
期

の
上
昇
を
証
明
す
る
手
だ
て
も
な
い
。
一
五
世
紀
の
テ
ィ
ム
ー
ル
帝
国
の
時

代
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
中
心
都
市
サ
マ
ル
カ
ン
ド
は
郊
外
を
含
め
れ
ば
三
〇

1
四
〇
万
の
人
口
を
擁
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ソ
グ
デ
イ
ア

ナ
の
中
心
都
市
は
、
戦
利
品
、
農
業
、
織
物
業
、
製
紙
業
、
商
業
な
ど
に
よ

っ
て
こ
れ
だ
け
多
数
の
人
口
を
養
い
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
数
字
を
念
頭
に

置
く
と
、
よ
り
古
い
時
代
の
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
、
何
を
契
機

と
す
る
人
口
の
上
昇
が
、
外
地
に
赴
く
商
舗
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
て
く
る
。
結
局
、
こ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題

は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
と
い
う
他
は
な
い
。

　
次
に
、
ソ
グ
ド
商
人
が
中
国
な
ど
の
各
地
で
集
積
し
た
富
が
、
商
人
ら
に

よ
っ
て
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
本
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
も
し
も
た
ら

さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
富
が
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
経
済
に
ど
れ
ほ
ど
の
影

響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
外
地
で
得
ら
れ
た
富
の
本
地
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へ
の
環
流
の
シ
ス
テ
ム
が
恒
常
的
に
あ
っ
た
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

問
題
も
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
の
ア
フ
ラ
ー
シ
ア
ー
ブ
や

ペ
ン
ジ
ケ
ン
ト
か
ら
出
土
し
た
鮮
や
か
な
壁
画
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、

七
～
八
世
紀
の
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
の
都
市
は
確
か
に
富
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
富
の
主
た
る
源
泉
が
、
農
業
を
申
心
と
す
る
産
業
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
隊
商
活
動
で
あ
っ
た
の
か
は
、
実
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
に
は
何
も

い
え
な
い
。
森
安
氏
は
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
が
「
た
だ
国
際
貿
易
で
の
み
栄
え

た
」
と
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
（
七
軒
ペ
ー
ジ
）
。
従
っ
て
、
森
安
氏
の

場
合
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
の
壁
画
も
、
ソ
グ
ド
商
人
の
富
が
そ
の
作
成
を
可
能

に
し
た
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
証
拠
は
実
は
ほ
と

ん
ど
何
も
な
い
。
そ
の
上
、
現
在
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
壁

画
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
，
貴
族
的
・
騎
士
的
な
社
会
で
あ
っ
て
も
、
大
商

人
が
活
躍
す
る
商
人
的
な
社
会
で
は
な
い
。
ペ
ン
ジ
ケ
ン
ト
の
壁
画
に
も
、

商
人
ら
し
き
人
物
は
わ
ず
か
一
場
面
に
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
上
、

別
の
壁
画
に
は
穀
物
納
入
の
様
子
を
描
い
た
場
面
す
ら
存
在
す
る
の
で
あ
る

（
石
園
豊
門
中
央
ア
ジ
ア
オ
ア
シ
ス
定
住
民
の
社
会
と
文
化
」
間
野
英
二
編

『
中
央
ア
ジ
ア
史
漏
、
同
朋
舎
、
一
九
九
九
年
、
四
九
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う

に
、
華
麗
な
壁
画
の
制
作
を
可
能
に
し
た
富
の
源
泉
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い

う
問
題
も
、
な
お
未
解
決
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
に
お
け
る
商
人
の
地
位
の
問
題
が
あ
る
。
森
安

氏
は
「
商
入
の
地
位
の
高
さ
は
…
…
ソ
グ
ド
社
会
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と
な

っ
て
い
る
」
（
　
〇
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
が
、
も
し
も
ム
グ
論
文
書
中
の
｝

ソ
グ
ド
語
書
簡
に
見
え
る
、
フ
ェ
ル
ガ
ー
ナ
地
方
の
都
市
ポ
ジ
ャ
ン
ド
の
住

民
構
成
に
つ
い
て
の
簡
単
な
記
述
が
そ
の
根
拠
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
な
お

き
わ
め
て
薄
弱
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
ポ
ジ
ャ
ン
ド
を
ソ
グ

デ
イ
ア
ナ
に
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
商
人
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
若
手
研
究
者
ド
・
ラ
・
ヴ
ェ
シ
ェ
ー
ル
の
「
現
在
利
用
で
き
る
資
料

に
よ
る
限
り
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
社
会
階
層
の
中
で
の
商
人
た
ち
の
正
確
な

地
位
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
何
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う

記
述
（
貯
冨
自
①
U
Φ
『
＜
臥
ω
毘
鐸
①
冒
嘗
鴛
巴
鷺
Φ
島
慧
智
ヨ
Φ
ω
乏
o
H
9

鍾
溶
嵩
寧
謎
魯
塁
毎
雰
§
9
じ
Φ
箆
Φ
㌣
C
d
o
し
・
8
戸
邸
O
O
姻
も
．
一
①
僻
）
が
現
時

点
で
は
最
も
客
観
性
に
冨
む
記
述
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
に
お
け
る
商
人
の
地
位
の
問
題
は
な
お
今
後
に
残
さ
れ
た
課

題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ソ
グ
ド
倉
入
の
隊
商
の
規
模
や
隊
商
往
来
の
頻
度
の
問
題
が
あ

る
。
松
田
氏
の
考
え
を
踏
襲
し
た
森
安
氏
の
記
述
（
七
八
ペ
ー
ジ
、
一
〇
三

i
一
〇
四
ペ
ー
ジ
な
ど
）
を
読
む
と
、
大
規
模
な
ソ
グ
ド
人
の
キ
ャ
ラ
バ
ン

（
隊
商
）
が
ぞ
く
ぞ
く
と
頻
繁
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
往
来
し
、
そ
れ
ら
の
キ

ャ
ラ
バ
ン
が
通
行
税
、
宿
泊
費
、
食
費
、
物
品
購
入
費
や
修
理
費
な
ど
の

様
々
な
形
で
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
上
の
オ
ア
シ
ス
都
市
に
次
々
と
財
貨
を
落
と
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し
て
い
く
た
め
、
こ
れ
ら
の
都
市
は
経
済
的
に
潤
っ
た
は
ず
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
も
し
事
実
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
確
か
に
「
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
の
通
過
・
滞

在
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
な
経
済
も
刺
激
さ
れ
」
（
七
八
ぺ
…
ジ
）
「
地
元
経
済

も
活
性
化
す
る
」
（
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
隊
商
の
規

模
に
つ
い
て
は
、
四
〇
〇
人
、
二
四
〇
人
、
数
十
人
、
四
人
な
ど
と
す
る
断

片
的
な
記
録
は
あ
る
に
は
あ
る
が
（
吉
田
豊
「
ソ
グ
ド
語
資
料
か
ら
見
た
ソ

グ
ド
人
の
活
動
」
咽
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
一
』
　
一
九
九
七
年
、
二
八
四

ペ
ー
ジ
）
、
正
確
な
こ
と
は
ま
だ
何
も
い
え
な
い
。
ま
た
、
隊
商
往
来
の
頻

度
と
な
る
と
、
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
見
当
も
つ
か
な
い
。
逓
行
税
、
宿

泊
費
、
食
費
、
物
晶
購
入
費
や
修
理
費
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
情
報
は
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
松
田
氏
の
理
論
を
踏
襲
し
た
森
安
氏
の
こ
の
地
元
経
済
活
性
化
説
は
、
シ

ル
ク
ロ
…
ド
を
利
用
し
た
ソ
グ
ド
人
の
隊
商
貿
易
が
、
大
規
模
で
、
し
か
も

頻
繁
に
行
わ
れ
た
と
い
う
架
空
の
前
提
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

松
田
氏
、
そ
し
て
森
安
氏
の
こ
の
説
は
、
現
在
の
史
料
状
況
を
考
え
る
と
、

根
拠
の
薄
弱
な
、
砂
上
の
楼
閣
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
森

安
氏
自
身
の
文
章
に
も
見
え
る
「
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
・
無
燈
出
土
の
世
俗
文
書

に
見
え
る
ソ
グ
ド
人
の
大
半
は
農
民
や
職
人
や
兵
士
で
あ
っ
て
、
商
人
の
姿

は
そ
れ
ほ
ど
騒
立
た
な
い
一
（
～
〇
三
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
事
実
、
そ
し
て

「
中
央
ア
ジ
ア
出
土
文
書
に
見
え
る
ほ
と
ん
ど
の
住
民
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
貿

易
と
関
係
な
く
農
業
を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
（
同
上
）
と
い
う
事

実
を
、
や
は
り
意
味
の
あ
る
情
報
と
し
て
、
よ
り
重
く
受
け
止
め
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
学
問
的
な
議
論
に
は
や
は
り
証
拠
が
必
要
で
あ

る
。
森
安
氏
の
ご
と
く
「
一
般
的
に
い
っ
て
商
人
の
商
行
為
や
貿
易
に
関
わ

る
記
録
が
、
公
的
に
著
録
さ
れ
保
存
さ
れ
た
り
、
後
世
に
ま
で
伝
わ
る
の
は

稀
有
に
属
す
る
」
（
七
〇
ぺ
！
ジ
）
な
ど
と
い
っ
て
、
商
人
の
商
行
為
や
貿

易
活
動
に
つ
い
て
は
証
拠
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
か
の
ご
と
く
述
べ
る
の

は
、
　
～
一
－
一
一
一
世
紀
を
中
心
に
、
カ
イ
ロ
（
フ
ス
タ
ー
ト
）
の
ユ
ダ
ヤ
商

入
が
残
し
た
、
商
人
の
商
行
為
や
国
際
貿
易
に
関
わ
る
一
万
点
に
も
の
ぼ
る

膨
大
な
「
ゲ
ニ
ザ
文
書
」
の
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
き
わ
め
て
不
適
切

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
研
究
者
は
、
極
力
思
い
こ
み
を
避
け
、
あ
く
ま

で
も
確
実
な
史
料
、
確
実
な
証
拠
に
基
づ
い
て
自
ら
の
理
論
を
構
築
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
な
お
、
商
人
の
問
題
に
関
連
し
て
、
筆
者
が
「
中
央
ア
ジ
ア
史
と
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
ー
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
と
の
訣
別
一
」
の
中
で
、
ウ
イ
グ
ル
文

書
に
登
場
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
農
民
で
、
隊
商
貿
易
に
従
事
す
る
と
い
う

商
人
の
姿
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
点
に
つ
い
て
、
森

安
氏
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
そ
し
て
今
回
の
書
物
で
も
「
事
実
誤
認
」
と
し

て
批
判
し
て
い
る
（
七
四
…
七
五
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
批
判
は
当
た
っ
て
い
る

の
で
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
い
。
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た
だ
、
若
干
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
筆
者
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
た

三
〇
年
前
に
は
ウ
イ
グ
ル
文
書
の
研
究
が
な
お
未
発
達
で
、
手
元
に
は
ウ
イ

グ
ル
文
書
中
で
の
商
人
の
存
在
を
示
す
史
料
や
研
究
文
献
が
見
あ
た
ら
な
か

っ
た
。
森
安
氏
が
言
及
す
る
一
九
七
六
年
に
ド
イ
ツ
で
発
表
さ
れ
た
P
・
ツ

ィ
ー
メ
の
論
文
も
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
中
の
一
九
七
七
年
に
は
な
お
手

元
に
は
到
着
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
嫁
入
の
書
い
た
ウ
イ
グ
ル
語
の
手
紙
文

な
ど
を
も
扱
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
J
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
研
究
が
出
版
さ
れ
た
の

は
、
そ
れ
よ
り
九
年
後
の
一
九
八
六
年
で
あ
っ
た
。
森
安
氏
が
、
ハ
ミ
ル
ト

ン
の
研
究
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
前
も
っ
て
日
本
語
で
紹
介
し
た
の

も
一
九
八
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
七
年
以
後
、
研
究
が
じ
ょ
じ
ょ
に

発
達
し
、
ウ
イ
グ
ル
文
献
申
の
商
人
の
存
在
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
「
事
実
誤
認
」
は
こ
の
よ
う
な
当
時

の
研
究
状
況
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
今
後
は
こ
の
新
し
い
研
究
状

況
を
出
発
点
と
し
て
、
ま
た
思
考
を
巡
ら
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
ら
の
研
究
を
も
視
野
に
入
れ
て

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
結
論
は
簡
単
で
あ
る
。
ウ
イ
グ
ル
文
書
中
に
、

隊
商
に
従
事
す
る
商
人
や
そ
れ
ら
の
商
人
に
商
品
を
託
す
僧
侶
、
貴
人
、
役

人
、
軍
人
ら
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
オ
ア
シ
ス
都
市
に
そ
の
よ
う
な
商
人
が

い
た
こ
と
、
ま
た
オ
ア
シ
ス
都
市
で
商
人
に
よ
る
隊
商
活
動
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
確
か
に
証
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な

い
。
こ
れ
ら
ウ
イ
グ
ル
文
書
に
見
え
る
商
人
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
の
情
報

は
断
片
的
で
、
そ
れ
ら
の
商
人
た
ち
の
隊
商
活
動
が
オ
ア
シ
ス
都
市
の
経
済

の
中
で
ど
の
程
度
の
重
み
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観

論
争
」
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
は
何
も
明
ら
か
に
し
て
は
く
れ
な

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ウ
イ
グ
ル
文
書
も
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史

観
論
争
」
を
解
決
す
る
た
め
の
有
力
な
証
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
オ
ア
シ
ス
都
市
の
経
済
は
、
基
本
的
に
、
商
業
（
隊
商
活
動
）
よ
り

も
農
業
を
申
心
と
す
る
薩
業
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
筆
者
の
考

え
を
改
め
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
一
、
二
、
蕊
で
は
森
安
氏
の
批
判
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
述
べ

る
と
と
も
に
、
筆
者
が
か
つ
て
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
と
呼
ん
だ
松
田
壽

男
氏
の
理
論
を
、
現
時
点
か
ら
再
検
討
し
て
み
た
。

　
ま
ず
、
森
安
氏
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
そ
の
批
判
が
、
曲
解
に
基
づ
く
一

方
的
な
批
判
で
あ
り
、
ど
う
て
い
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
重
要
性

に
つ
い
て
、
森
安
氏
に
理
解
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に

森
安
氏
の
記
述
の
中
に
、
根
拠
の
確
か
で
な
い
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
も

指
摘
し
た
。
ま
た
、
森
安
氏
の
中
央
ア
ジ
ア
史
に
関
す
る
見
解
が
、
中
央
ア
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ジ
ア
の
東
端
に
位
置
す
る
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
地
方
と
い
う
、
中
央
ア
ジ
ア
金
体

か
ら
見
れ
ば
い
わ
は
特
殊
な
地
域
か
ら
の
視
点
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
森
安
氏
の
批
判
の
中
で
唯
一
受
け
入
れ
る
こ

と
の
で
き
る
、
ウ
イ
グ
ル
文
書
中
の
商
人
の
問
題
に
し
て
も
、
「
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
史
観
論
争
」
を
解
決
す
る
た
め
の
有
力
な
証
拠
と
は
な
り
え
な
い
こ

と
を
述
べ
た
。

　
次
に
、
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
観
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も

現
時
点
で
は
、
三
〇
年
前
の
筆
者
の
考
え
を
特
に
改
め
る
必
要
の
な
い
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の

経
済
は
、
基
本
的
に
は
隊
商
活
動
よ
り
も
農
業
を
中
心
と
す
る
産
業
に
よ
り

深
く
依
存
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題

は
完
全
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
も
種
々
の
観
点
か
ら
検
討
を

重
ね
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
の
機
会
に
、
筆
者
が
『
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
で
、
中
央
ア
ジ

ア
を
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
世
界
偏
で
は
な
く
「
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世
界
」

と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
歴
史
を
こ
の
書
葉
（
キ
ー
・
ワ
ー
ド
）
を
軸
に
描
写

し
た
点
に
つ
い
て
；
面
し
て
お
き
た
い
。
現
時
点
で
考
え
な
お
し
て
み
る
と
、

中
央
ア
ジ
ア
が
「
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世
界
」
で
あ
っ
た
の
は
前
近
代
ま
で

で
あ
り
、
遊
牧
民
が
輝
き
を
失
っ
た
近
現
代
（
一
九
世
紀
以
降
）
の
中
央
ア

ジ
ア
は
、
も
は
や
「
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世
界
」
と
呼
ぶ
に
は
相
応
し
く
な

い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
葡
近
代
ま
で
に
し
か
適
用
で
き
な
い
「
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世

界
」
と
い
う
言
葉
に
か
わ
っ
て
、
前
近
代
と
近
現
代
と
を
包
含
す
る
中
央
ア

ジ
ア
の
通
時
的
な
歴
史
的
特
徴
を
、
端
的
に
表
現
す
る
何
ら
か
の
垂
葉
を
見

つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
の
言
葉
を
軸
に
、
中
央
ア
ジ
ア
の
真
の
通
史
を
あ
ら
た
め
て
描
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
現
在
の
筆
者
は
な
お
適
当

な
言
葉
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
で
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
中
央
ア
ジ
ア
史
に
は
、
前
近
代
と
近
現
代
と
の
間
に
大
き
な
断
絶
が
あ

る
と
見
る
べ
き
な
の
か
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
と
い
う

観
点
か
ら
見
た
場
合
、
イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
降
の
中
央
ア
ジ
ア
の
前
近
代
と
近

現
代
と
の
間
に
断
絶
は
見
い
だ
せ
な
い
。
一
方
、
中
央
ア
ジ
ア
が
近
現
代
に
、

異
教
徒
の
国
、
清
や
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
独
立
を
失

っ
て
い
っ
た
と
い
う
政
治
面
を
重
視
し
た
場
合
、
中
央
ア
ジ
ア
の
前
近
代
と

近
現
代
の
間
に
は
明
ら
か
に
断
絶
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

で
は
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
視
野
に
入
れ
て
考
え
た
場
合
、
中
央
ア
ジ
ア
史

の
前
近
代
と
近
現
代
と
の
問
の
、
断
絶
あ
る
い
は
連
続
の
問
題
を
ど
う
考
え

る
べ
き
な
の
か
。
現
在
の
筆
者
は
そ
の
解
答
を
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る
。
そ

れ
故
、
中
央
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
の
研
究
が
急
速
に
発
達
し
た
現
在
、
筆
者
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よ
り
若
い
世
代
の
中
央
ア
ジ
ア
史
の
研
究
者
た
ち
、
特
に
近
現
代
史
の
研
究

者
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
納
得
で
き
る
解
答
が
出
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
申
央
ア
ジ
ア
の
通
史
を
、
何
を
軸
に
描
く
べ
き
か
と
い
う

根
本
的
な
問
題
を
は
じ
め
、
中
央
ア
ジ
ア
史
に
は
な
お
不
明
の
問
題
が
多
い
。

三
〇
年
前
に
、
筆
者
は
、
将
来
、
中
央
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
展
し

た
時
、
門
中
央
ア
ジ
ア
は
そ
の
神
秘
の
ベ
ー
ル
を
ぬ
い
で
、
は
じ
め
て
私
た

ち
の
前
に
、
そ
の
真
の
姿
を
現
す
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
た
。
し
か
し
、
あ
の

時
か
ら
す
で
に
三
〇
年
の
年
月
が
流
れ
た
と
い
う
の
に
、
申
央
ア
ジ
ア
は
な

お
私
た
ち
の
前
に
そ
の
莫
の
姿
を
現
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
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A　Reconsideration　of　Central　Asian　History　Centered　on　the

Silk－Road　Theory，　ln　Light　of　Takao　Moriyasu’s　Criticisrn

by

MANo　Eiji

　　In　the　1960’s　a　view　of　Central　Asian　history　based　on　the　SiR〈一Road　theory

rnaiRtained　a　dominant　position　in　the　academic　world　in　Japan．　Hisao　Matsuda　was

the　advocate　of　the　theory　and　emphasized　the　lrnportance　of　the　Ssl〈一Road，　a　con－

duit　for　cuitural　and　material　exchange　between　the　East　and　the　West，　for　the

people　of　Central　Asia．　Matsuda　argued　that　the　ecoRomy　of　oasis　cities　in　Central

Asia　depended　heavily　on　the　caravan－trade　coRducted　along　the　Siik　Road．

According　to　Matsuda’s　theory，　agriculture　was　only　secondary　in　the　region．

　　In　the　late　1970’s　A　Historp，　of　Central　Asia　by　the　author　of　this　paper　was　pub－

lished　criticizing　IVIatsuda’s　view．　The　author　questioned　whether　the　value　of　Silk

Road　foy　the　peop｝e　of　Central　Asia　was　truly　so　great．　He　argued　that　agriculture

was　more　important　than　the　caravan　trade．　The　book　gave　rise　to　acadernic　dis－

putes　in　Japan．　The　disputes　revolved　around　how　the　va！ue　of　the　Sne〈　Road　for

the　people　in　Central　Asia　shouid　be　estimated．　The　dispute　never　reached　a　con－

clusion，　but　this　author’s　view　seems　to　have　gained　the　upper　hand　in　the　in－

tervening　thirty　years．　However，　Takao　Moriyasu’s　The　Sille－Road　and　the　Tang－

Dynasty，　which　appeared　in　2007，　severely　crkicized　the　views　of　this　author．

Moriyasu　appears　to　wish　to　rev重ve　Ma亡suda’s　theory．

　　This　paper　counters　Moriyasu’s　criticism　from　many　points　of　view　and　reaf－

firms　this　author’s　earEer　positjon．
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