
森
部
　
曲
目
著

『
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と

　
　
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歴
史
的
展
開
』

石
　
見
　
清
　
裕

　
書
名
の
「
ソ
グ
ド
人
」
と
は
、
イ
ラ
ン
高
原
で
は
な
く
中
央
ア
ジ
ア
・
ソ

グ
デ
イ
ア
ナ
を
故
郷
と
す
る
イ
ラ
ン
系
民
族
で
あ
り
、
盛
ん
に
内
陸
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
貿
易
に
従
事
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
ソ
グ
ド
人
の
活
動
の
う

ち
、
本
書
が
カ
バ
ー
す
る
時
代
は
八
～
一
〇
世
紀
、
舞
台
は
中
国
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
中
国
は
唐
・
五
代
・
宋
初
期
に
あ
た
り
、
世
界
帝
国
と
も
い
わ

れ
る
唐
王
朝
が
安
氏
の
乱
で
変
質
し
、
藩
鎮
の
蹟
麗
と
五
代
十
国
の
分
立
を

へ
て
、
北
辺
・
西
辺
を
領
土
か
ら
切
り
離
し
た
形
の
漢
人
王
朝
的
な
宋
へ
と

向
か
う
歴
史
を
た
ど
る
。
従
来
の
中
国
史
研
究
で
は
、
こ
の
庸
後
半
期
か
ら

北
宋
へ
と
展
開
す
る
国
家
・
社
会
構
造
の
変
化
の
歴
史
を
、
政
治
面
で
は
門

閥
貴
族
の
没
落
と
君
主
独
裁
制
の
確
立
、
経
済
面
で
は
貨
幣
経
済
の
進
展
、

文
化
面
で
は
復
古
主
義
の
台
頭
な
ど
を
指
標
と
し
て
「
唐
宋
変
革
」
と
と
ら

え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
本
書
は
、
こ
の
構
造
変
化
の
流
れ
に
対
し
て
、
ソ
グ

ド
系
・
テ
ユ
ル
ク
系
な
ど
の
民
族
の
中
国
へ
の
移
動
と
、
中
国
内
で
の
彼
ら

の
さ
ら
な
る
移
住
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
連
鎖
反
応
的
に
中
国
史
に
及
ぼ
し
た

影
響
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
当
該
時
代
の
史
的
展
開

を
考
え
直
そ
う
と
し
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
。

　
著
者
森
部
豊
氏
は
、
「
ソ
グ
ド
激
突
厭
」
と
い
う
概
念
の
提
唱
者
の
一
人

で
あ
る
。
森
部
氏
の
い
う
「
ソ
グ
ド
系
突
厭
」
と
は
、
肉
体
的
・
外
見
的
特

徴
か
ら
見
れ
ば
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
突
蕨
人
社
会
で
暮

ら
し
て
き
た
た
め
に
生
活
面
で
は
騎
射
技
術
な
ど
の
突
厭
文
化
を
身
に
つ
け

た
ソ
グ
ド
人
を
指
す
。
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
入
と
か
ス
ペ
イ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
な

ど
と
い
う
の
と
同
様
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
著
者
は
当
該
時
代
の
新
た
な
一
側
面
を
照
射
し
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論

考
を
発
表
さ
れ
て
き
た
。
ソ
グ
ド
人
と
い
う
と
商
人
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が

本
書
を
読
め
ば
、
き
っ
と
驚
く
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
母
体
は
、
著
者
が
二
〇
〇
三
年
に
筑
波
大
学
へ
提
出
し
た
学
位
請

求
論
文
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
も
取
り
入
れ
て
全
体
を
再
構
成
し

て
お
り
、
大
変
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
手
順
と
し
て
、
ま
ず
各
階
を
簡
単
に
要
約
し
て
紹
介
し
よ
う
。

＊

＊

＊

　
冒
頭
の
「
序
論
」
で
は
、
問
題
の
所
在
と
分
析
方
法
を
提
示
す
る
。
上
述

の
中
国
史
研
究
で
い
う
「
唐
宋
変
革
」
期
は
、
同
時
に
北
ア
ジ
ア
に
お
い
て

も
大
き
な
変
革
期
に
あ
た
り
、
従
来
の
研
究
で
は
こ
の
両
者
が
ど
の
よ
う
に

連
動
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
視
座
が
欠
如
し
て
い
た
。
そ
こ
で
本
書
は
、
こ

の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
具
体
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
①
中
国
華
北
の
藩

鎮
の
あ
り
方
、
②
安
史
の
乱
の
展
開
、
③
沙
陀
族
の
動
向
の
三
点
が
、
騎
射

技
術
を
身
に
付
け
た
民
族
の
中
国
移
住
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
と
い

う
問
題
を
設
定
す
る
。

　
第
一
章
「
北
中
国
東
部
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
活
動
と
聚
落
の
形
成
」
で

は
、
安
史
の
乱
（
八
世
紀
中
葉
）
以
前
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
中
国
と
の
交

流
、
お
よ
び
東
方
移
住
の
足
跡
を
た
ど
る
。
交
流
の
跡
は
後
漢
時
代
か
ら
す
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羽書

で
に
う
か
が
わ
れ
る
が
、
ソ
グ
ド
人
の
中
国
移
住
は
北
魏
以
降
、
ま
た
聚
落

の
形
成
は
北
斉
以
降
と
見
る
。
細
魚
に
お
け
る
聚
落
形
成
地
と
し
て
恒
州
・

定
州
・
幽
州
・
営
州
を
例
に
取
り
上
げ
、
ソ
グ
ド
系
住
民
の
結
束
が
維
持
さ

れ
て
い
る
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
地
は
河
北
の
駅
道
沿
い
に
位

置
し
、
ソ
グ
ド
系
住
民
の
中
に
は
「
店
」
「
行
」
の
関
係
者
も
見
ら
れ
る
の

で
、
移
住
の
背
景
に
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
。

　
第
二
章
「
安
史
の
乱
前
の
河
北
に
お
け
る
北
ア
ジ
ア
・
東
北
ア
ジ
ア
系
諸

族
の
分
布
と
安
史
軍
の
淵
源
」
で
は
、
ま
ず
河
北
に
置
か
れ
た
鵜
砂
州
を
整

理
す
る
。
多
く
は
、
突
厳
・
契
丹
・
奨
・
鯨
鵜
の
縄
付
民
を
対
象
と
し
て
営

州
（
遼
寧
省
朝
陽
）
・
幽
州
（
北
京
）
管
内
に
置
か
れ
、
そ
れ
ら
は
契
丹
の

反
乱
を
契
機
に
山
東
・
河
南
に
移
さ
れ
る
が
、
契
丹
の
再
帰
順
と
突
厭
第
二

可
汗
国
の
衰
退
に
よ
っ
て
再
び
河
北
に
移
置
さ
れ
た
。
そ
の
再
置
先
が
幽
州

管
内
で
あ
り
、
こ
れ
が
安
史
の
乱
と
関
係
す
る
。
そ
こ
で
本
章
後
半
で
は
、

契
丹
・
璽
・
蘇
鞠
出
身
者
が
鵜
廉
州
民
を
率
い
て
安
史
軍
（
安
史
の
乱
の
主

体
軍
）
に
参
加
し
た
姿
を
描
く
。
霧
廉
州
に
折
衝
府
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と

と
、
右
の
軍
人
た
ち
が
折
衝
府
を
通
じ
て
羅
鷹
州
民
を
動
員
し
た
と
す
る
指

摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
羅
禁
煙
の
う
ち
「
凛
州
」
は
「
聡
警
州
」
と
さ

れ
（
岡
新
愚
書
』
地
理
志
七
下
）
、
馬
騎
か
ら
降
付
し
た
「
ソ
グ
ド
系
突
蕨
」

で
あ
る
可
能
性
が
匂
わ
さ
れ
る
。

　
第
三
章
「
七
～
八
世
紀
の
北
ア
ジ
ア
世
界
と
安
史
の
乱
」
で
は
、
安
史
軍

の
構
成
を
概
観
し
、
前
章
の
羅
廉
州
軍
以
外
に
ソ
グ
ド
系
武
人
が
数
多
く
認

め
ら
れ
る
点
を
指
摘
す
る
。
彼
ら
こ
そ
ソ
グ
ド
系
上
塗
の
流
れ
を
汲
む
者
た

ち
で
あ
り
、
そ
の
安
史
軍
へ
の
合
流
経
路
は
、
①
唐
が
オ
ル
ド
ス
に
置
い
た

羅
里
芋
「
六
胡
州
」
か
ら
合
流
し
た
者
、
②
突
蕨
第
二
可
汗
国
里
登
時
に
幽

州
に
移
住
し
て
き
た
者
、
の
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
前
章
の

奨
・
契
丹
等
の
羅
靡
州
兵
も
合
流
し
、
節
度
使
配
下
の
騎
兵
と
と
も
に
、
安

禄
山
の
「
蕃
漢
連
合
軍
」
が
形
成
さ
れ
た
。
安
史
軍
の
う
ち
、
非
漢
族
部
隊

の
形
成
の
流
れ
が
こ
れ
ほ
ど
具
体
的
に
示
さ
れ
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
本
章
で
始
め
て
「
ソ
グ
ド
系
突
厭
」
が
本
格
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
。

　
第
四
章
「
ソ
グ
ド
系
突
蕨
の
東
遷
と
河
粂
三
鎮
の
動
静
」
で
扱
わ
れ
る

「
河
忍
三
重
」
と
は
、
盧
竜
・
成
徳
・
魏
博
の
河
北
三
節
度
使
を
指
す
。
こ

れ
ら
の
事
事
が
、
唐
後
半
期
の
多
く
の
時
期
に
長
安
政
権
に
離
反
し
、
独
立

的
勢
力
と
し
て
存
続
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
章
は
、
そ
の
三

鎮
勢
力
に
安
史
軍
の
残
存
、
特
に
ソ
グ
ド
系
突
蕨
が
武
人
と
し
て
入
り
込
ん

で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
河
朔
三
鎮
は
む
し
ろ
安
史
軍
が

そ
の
ま
ま
残
留
し
た
か
の
よ
う
な
藩
異
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
～
口
に
ソ

グ
ド
系
武
人
の
残
存
と
は
い
っ
て
も
、
成
徳
軍
に
は
安
史
軍
の
う
ち
李
宝
臣

が
率
い
た
ソ
グ
ド
系
突
角
の
残
存
勢
力
が
入
り
込
む
が
、
魏
博
軍
に
は
安
史

の
乱
終
結
時
に
オ
ル
ド
ス
方
面
か
ら
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
導
管
が
新
た
に
合

流
す
る
違
い
が
あ
る
と
い
う
。
や
が
て
魏
博
軍
は
ソ
グ
ド
系
軍
団
が
兵
力
の

中
核
を
形
成
し
、
ソ
グ
ド
系
節
度
使
を
誕
生
さ
せ
る
。
河
朔
重
鎮
に
非
漢
族

武
人
の
存
在
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
具
体
像
を
抽
出
し
、
出

自
を
分
析
し
て
三
鎮
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
章
「
河
東
に
お
け
る
沙
陀
の
興
起
と
ソ
グ
ド
系
突
嵌
」
で
は
、
唐
末

に
大
勢
力
に
発
展
し
て
や
が
て
五
代
史
の
主
役
と
な
る
沙
陀
族
に
、
ソ
グ
ド

羅
馬
殿
が
合
流
し
て
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。
沙
陀
の
出

自
は
西
鳳
楼
の
一
派
と
さ
れ
る
が
、
黄
巣
の
乱
を
平
定
し
て
李
克
用
を
リ
ー

ダ
ー
に
山
西
北
部
で
勢
力
を
強
め
た
時
期
に
は
、
そ
の
集
団
内
に
ソ
グ
ド
姓
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を
も
つ
者
が
史
書
に
散
見
さ
れ
る
。
彼
ら
は
沙
陀
の
う
ち
の
薩
葛
（
索
葛
・

蒔
葛
）
部
と
習
律
部
の
族
長
と
し
て
現
れ
、
そ
の
集
団
こ
そ
が
八
世
紀
末
に

河
東
節
度
使
に
よ
っ
て
「
雲
・
朔
の
間
」
（
大
同
盆
地
）
に
移
住
さ
せ
ら
れ

た
か
っ
て
の
六
器
胡
の
末
窩
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
五
代
期
に
な
る
と
、

後
晋
を
建
国
し
た
石
敬
塘
が
契
丹
に
恵
贈
十
六
州
を
割
譲
し
た
た
め
、
大
同

盆
地
の
ソ
グ
ド
系
突
腰
も
契
丹
の
支
配
下
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
が
、

そ
れ
を
嫌
っ
た
安
慶
部
は
後
晋
に
亡
命
し
、
そ
れ
を
宋
は
禁
軍
に
組
み
込
ん

だ
と
い
う
。
麿
宋
交
代
の
流
れ
を
、
沙
陀
の
ソ
グ
ド
系
吾
等
に
視
座
を
遣
い

で
そ
の
連
続
性
を
論
じ
た
重
要
な
指
摘
と
い
え
よ
う
。

　
第
六
章
「
北
中
国
に
お
け
る
吐
谷
渾
と
ソ
グ
ド
系
突
蕨
」
で
は
、
そ
の
宋

代
の
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
姿
を
、
　
○
世
紀
宋
の
石
刻
史
料
（
定
器
・
浄
衆
院

舎
利
塔
の
塔
基
碑
室
内
に
あ
っ
た
石
函
）
に
刻
ま
れ
た
施
舎
者
の
姓
名
を
使

っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
章
題
の
「
吐
下
渾
」
と
は
、
も
と
は
青
海
地
方

に
分
布
し
て
い
た
民
族
で
、
庸
末
の
史
料
に
は
「
吐
渾
」
「
退
渾
」
な
ど
と

も
記
さ
れ
て
、
沙
陀
の
一
部
と
し
て
現
れ
る
。
そ
し
て
、
本
石
刻
に
見
え
る

ソ
グ
ド
姓
の
者
は
そ
の
慧
智
渾
の
指
揮
系
統
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
指
揮
系

統
は
「
吐
渾
第
三
指
揮
使
」
の
ご
と
く
に
記
さ
れ
、
ど
う
や
ら
第
一
～
第
五

の
系
統
が
確
認
で
き
る
。
唐
末
に
山
西
北
部
に
移
住
し
て
沙
陀
の
　
部
を
形

成
し
た
吐
二
黒
は
、
五
代
の
沙
陀
王
権
に
従
属
し
て
宋
初
の
禁
軍
に
編
成
さ

れ
た
。
そ
の
吐
谷
渾
禁
軍
中
に
ソ
グ
ド
系
武
人
の
名
が
見
え
る
こ
と
は
、
前

章
の
安
慶
部
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
範
囲
に
存
在
し
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
が
宋

朝
米
軍
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
論
じ
る
。
階
・
唐
初
の
吐

講
習
を
朱
黒
に
ま
で
つ
な
げ
た
の
は
、
本
考
察
が
初
め
て
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
評
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

①
北
朝
宋
期
以
降
、
中
国
河
北
に
は
ソ
グ
ド
人
移
住
者
の
聚
落
の
存
在
が

　
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
沿
い
に
分
布
・
形
成
さ

　
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
突
蕨
第
一
可
汗
国
崩
壊
後
に
突
厭
か
ら
中

　
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
霊
鑑
と
は
別
の
形
態
で
あ
る
。

②
安
氏
の
乱
に
は
、
突
厭
・
契
丹
・
蘂
・
韓
鵜
の
羅
鷹
州
民
は
折
衝
府
を

　
通
じ
て
反
乱
軍
に
動
員
さ
れ
、
ソ
グ
ド
系
溶
鉱
の
一
部
も
合
流
し
た
。
た

　
だ
し
、
ソ
グ
ド
系
武
人
に
は
オ
ル
ド
ス
の
六
胡
州
か
ら
の
合
流
者
、
お
よ

　
び
突
蕨
第
二
可
汗
国
事
亡
時
に
幽
州
方
面
に
移
住
し
て
き
た
者
が
含
ま
れ

　
る
。

③
安
史
の
乱
が
終
息
し
て
も
、
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
残
存
兵
た
ち
は
河
朔
三

　
鎮
の
節
度
使
軍
に
入
り
込
ん
で
存
続
し
た
。
そ
の
上
、
魏
博
節
度
使
軍
に

　
は
反
乱
終
結
時
に
オ
ル
ド
ス
方
面
か
ら
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
遅
筆
も
合
流

　
し
、
こ
れ
が
魏
博
軍
の
ソ
グ
ド
系
節
度
使
誕
生
に
結
び
つ
い
た
。

④
一
方
、
オ
ル
ド
ス
六
州
胡
の
別
の
一
派
は
、
河
東
節
度
使
に
よ
っ
て
大

　
岡
盆
地
に
移
住
さ
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
吐
谷
渾
な
ど
と
と
も
に
沙
陀
の
勢
力

　
の
一
部
を
形
成
し
た
。
後
に
ソ
グ
ド
系
突
雇
兵
は
五
代
王
朝
の
禁
軍
に
入

　
り
込
み
、
そ
れ
が
誌
代
の
禁
軍
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

⑤
ま
た
、
河
北
に
分
散
し
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
兵
士
の
中
に
も
、
吐
谷
渾

　
の
指
揮
系
統
下
に
入
っ
て
宋
朝
禁
軍
の
一
部
を
構
成
し
た
者
が
確
認
さ
れ
、

　
ソ
グ
ド
系
突
厭
は
宋
代
ま
で
存
続
し
た
。

　
右
の
要
約
は
、
本
書
「
結
論
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う

に
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
。
な
お
、
試
論
一
「
安
史
の
乱
の
終
息
と
昭
義
の

成
立
」
、
同
二
「
昭
義
を
通
し
て
見
た
唐
朝
と
河
朔
三
鎮
と
の
関
係
扁
は
、

昭
義
節
度
使
の
成
立
過
程
と
、
第
四
章
の
成
徳
・
魏
博
と
唐
朝
の
問
で
昭
義
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評
ご巨：

日

が
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
を
分
析
し
た
論
考
。
森
部
氏
が
藩
鎮
の
分
析
か
ら

研
究
を
始
め
、
そ
の
藩
鎮
勢
力
の
中
に
見
え
る
ソ
グ
ド
姓
武
人
の
追
求
に
よ

っ
て
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
概
念
に
辿
り
着
い
た
道
筋
が
う
か
が
わ
れ
る
。
末
尾

の
資
料
一
～
八
は
、
本
論
で
使
用
し
た
石
刻
史
料
の
情
報
整
理
ま
た
は
露
文

を
提
示
し
た
も
の
。

＊

＊

＊

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
書
の
考
察
の
根
底
に
は
つ
ね
に

「
ソ
グ
ド
系
突
厭
」
の
概
念
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
本

書
で
描
か
れ
る
ソ
グ
ド
入
の
ほ
と
ん
ど
は
導
入
で
あ
り
、
か
つ
て
考
え
ら
れ

て
い
た
よ
う
な
商
人
と
し
て
の
ソ
グ
ド
人
で
は
な
い
。
著
者
森
部
氏
は
、
わ

が
国
に
お
け
る
「
ソ
グ
ド
人
1
1
商
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
し
た
立
役
者
の
一

人
な
の
で
あ
る
。
評
者
が
学
部
・
大
学
院
で
勉
強
し
て
い
た
こ
ろ
、
本
書
に

も
登
場
す
る
オ
ル
ド
ス
の
鵜
廉
舟
戸
六
離
州
」
の
佐
民
が
突
厭
人
な
の
か
ソ

グ
ド
人
な
の
か
は
大
問
題
で
あ
り
、
な
か
な
か
解
釈
が
つ
か
な
か
っ
た
。
ま

た
、
『
資
治
通
鑑
㎏
を
読
ん
で
い
る
と
、
安
史
の
乱
で
な
ぜ
「
深
目
高
鼻
」

の
人
が
多
数
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
ソ
グ
ド
系
突
厭
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う

や
く
鵬
に
落
ち
た
感
を
抱
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
沙
陀
の
勢
力
構
造
の
解

明
を
大
き
く
進
展
さ
せ
、
さ
ら
に
は
宋
代
禁
軍
に
ま
で
結
び
つ
き
、
唐
宋
の

「
変
革
」
面
だ
け
で
な
く
「
連
続
」
性
を
認
識
の
表
面
に
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
手
腕
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
現
地
調
査
を
含
め
た
、
著
者
の
永
年
に
わ
た

る
石
刻
史
料
の
収
集
と
分
析
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
書
の
特
徴
の
一
つ

は
、
石
刻
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
て
論
を
組
み
立
て
て
い
る
点
に
あ
る
。
特

に
第
四
章
は
白
眉
で
あ
り
、
第
六
章
は
史
料
の
存
在
指
摘
そ
の
も
の
が
歴
史

学
上
の
～
つ
の
新
発
見
と
も
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
刻
を
、
著

者
は
す
で
に
訳
注
に
し
て
学
界
に
提
供
し
て
き
た
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
を
末

尾
「
資
料
」
編
に
示
し
、
本
論
で
は
行
論
を
平
易
に
辿
れ
る
よ
う
に
組
み
立

て
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
、
本
書
は
読
者
に
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
あ
ら
た
め
て
本
書
の
説
く
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
と
、
突
駅
第

一
可
汗
国
か
ら
中
国
に
移
住
し
た
多
数
の
ソ
グ
ド
系
武
人
が
、
安
史
の
乱
に

関
与
し
、
河
北
藩
鎮
の
展
開
に
一
役
買
い
、
沙
陀
勢
力
の
一
翼
を
担
い
、
宋

初
子
軍
の
一
部
を
も
構
成
し
た
と
い
う
、
い
わ
ば
現
象
面
の
筋
道
を
跡
付
け

た
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
を
ひ
き
お
こ
し
た
各
勢
力
な
り
、
そ
の
在

地
の
あ
り
方
な
り
の
静
的
構
造
を
主
と
し
て
分
析
し
た
研
究
で
は
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
極
め
て
史
料
的
制
約
を
受
け
て
困
難
な
問
題
な
の
で
は

あ
る
が
、
た
と
え
ば
ソ
グ
ド
系
突
厭
と
そ
れ
以
葡
に
聚
落
を
形
成
し
た
商
業

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
関
係
は
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
第
一
章
と
二

章
以
下
と
が
有
機
的
に
結
び
付
か
な
い
印
象
を
う
け
る
。

　
し
か
も
、
本
書
の
分
析
方
法
は
、
在
来
史
料
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ソ
グ

ド
姓
の
者
を
石
刻
か
ら
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
ソ
グ
ド
系
比
隣
の
概
念
で
つ
な

ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
唐
墨
の
各
時
代
の
画

期
と
も
い
う
べ
き
現
象
に
連
鎖
性
を
導
き
出
し
た
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
評
者
は
そ
れ
ら
の
作
業
が
い
か
に
労
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る

か
は
十
分
に
認
識
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
こ
の

手
法
だ
と
、
墨
入
的
性
格
を
帯
び
て
現
れ
る
ソ
グ
ド
姓
を
冠
す
る
者
が
す
べ

て
ソ
グ
ド
系
突
蕨
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
覚
え
る

の
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
、
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
交
易
を
行
う
ソ
グ
ド
人
が
自
己
防
衛
の
た
め

に
武
装
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
集
団
と
し
て
見
た
場
合
に
商
人
と
巴
鴨
と

が
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
森
安
孝
夫
氏
に
よ
っ
て
説
か

れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
森
安
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
睡
、
講
談
社
、
二

〇
〇
七
年
、
一
＝
二
～
一
一
七
頁
）
。
ま
た
、
中
国
移
住
の
ソ
グ
ド
人
を
見

て
も
、
多
多
国
号
自
治
区
固
原
市
南
洋
畠
土
の
ソ
グ
ド
系
目
皿
一
族
の
墓
誌

を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
彼
ら
は
北
洋
末
期
に
は
聚
落
を
形
成
し
て
血
統
を
存
続

さ
せ
て
い
る
の
で
、
本
書
の
い
う
ソ
グ
ド
系
突
厭
に
は
あ
た
ら
な
い
が
、
そ

れ
で
も
一
族
は
唐
初
ま
で
は
武
人
と
し
て
行
動
し
て
お
り
、
そ
の
後
は
牧
馬

管
理
に
よ
っ
て
唐
の
馬
政
に
関
与
し
て
い
る
（
ソ
グ
ド
人
墓
誌
研
究
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
「
ソ
グ
ド
人
漢
文
墓
誌
訳
注
」
（
1
）
～
（
7
）
、
噌
史
快
心
二
六
～
三

二
、
二
〇
〇
四
～
一
〇
年
参
照
）
。
ま
た
、
三
州
（
武
威
）
の
罵
言
を
は
じ

め
と
す
る
ソ
グ
ド
人
が
、
軍
団
を
形
成
し
て
壁
代
か
ら
軍
事
行
動
に
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
も
、
山
下
将
司
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
山
下

「
階
・
唐
薯
の
河
西
ソ
グ
ド
人
軍
団
」
、
『
東
方
学
』
一
一
〇
、
二
〇
〇
五

年
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
森
部
氏
に
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
が
、
本

書
第
　
章
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
に
右
の
よ
う
な
性
格
を
ま
っ
た
く
見
な
く
て
よ

い
か
ど
う
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
第
二
章
以
下
の
解
釈
に
関
わ
り
か
ね
な

い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
「
ソ
グ
ド
系
突
厭
」
と
い
う
概
念
は
、

中
田
裕
子
氏
に
よ
っ
て
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
中
田
氏
は
、
オ
ル
ド
ス
「
六

胡
州
」
の
反
乱
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
住
民
は
ソ
グ
ド
人
と
の
混

血
な
ど
の
た
め
に
ソ
グ
ド
姓
を
名
乗
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
「
突
学
人
」

で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
（
中
田
「
唐
代
六
胡
州
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突

蕨
」
、
『
東
洋
史
苑
』
七
二
、
二
〇
〇
九
年
）
。
ま
た
、
ヴ
ェ
シ
エ
ー
ル
氏
の

首
Φ
ω
ヨ
葺
Φ
轟
↓
母
8
あ
o
o
q
α
δ
霧
〃
と
い
う
概
念
は
、
よ
り
広
く
シ
ャ
ー

シ
か
ら
甘
粛
ま
で
の
遊
牧
・
定
住
両
地
帯
を
念
頭
に
置
き
、
主
と
し
て
ソ
グ

ド
人
が
テ
ユ
ル
ク
に
移
住
し
て
融
合
し
た
形
態
で
、
商
業
を
中
心
に
し
な
が

ら
も
両
地
帯
の
政
治
・
外
交
上
の
橋
渡
し
的
役
割
を
演
じ
た
人
々
を
指
し
て

い
る
（
じ
弓
口
Φ
詳
自
Φ
鳥
Φ
『
＜
巴
ω
匹
⑫
ρ
幾
跨
討
受
勲
織
題
ミ
ミ
簿
ミ
ミ
恥

⑦
餐
賊
§
勲
勺
霞
δ
卜
。
O
O
b
。
、
窪
磐
ω
■
σ
く
一
ρ
。
ヨ
Φ
ω
薯
錠
ρ
い
曼
帖
ミ
こ
ミ
§
謎
犠

ミ
§
§
ピ
①
凱
Φ
戸
ゆ
。
ω
8
鐸
塾
。
O
O
㎝
も
b
レ
O
り
歯
b
⊃
㎝
）
。
つ
ま
り
、
ソ
グ
ド
系
突

貫
と
は
、
主
体
は
ソ
グ
ド
愚
な
の
か
着
駅
人
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
と

も
い
え
な
い
ほ
ど
融
合
し
た
入
な
の
か
、
微
妙
に
見
解
が
分
か
れ
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
「
康
阿
義
屈
達
干
神
道
碑
」
（
咽
顔
魯
公
文
集
』
六
、
『
全
唐

文
』
巻
三
四
二
）
に
描
か
れ
る
墓
主
は
、
康
姓
を
名
乗
る
が
そ
の
一
生
は
ど

う
見
て
も
突
蕨
人
と
し
て
送
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
中
田
説
が
妥
当
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
本
書
に
登
場
す
る
よ

う
な
河
北
各
地
に
分
散
し
た
多
く
の
ソ
グ
ド
羽
突
蕨
が
、
な
ぜ
後
世
ま
で
ソ

グ
ド
姓
を
名
乗
り
続
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
森
部
説
が
妥
当
に

思
わ
れ
る
。

　
実
際
に
は
、
茶
代
の
申
国
に
お
い
て
は
森
部
説
・
中
田
説
両
方
の
形
態
が

存
在
ま
た
は
混
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、
容
易
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
の
研
究
に
は
と
も

に
分
析
対
象
の
中
心
に
オ
ル
ド
ス
「
六
州
胡
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結

論
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
本
書
全
体
の
理
解
に
関
わ
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
い
ず
れ
の
説
に
よ
る
に
し
て
も
、
ソ
グ
ド
系
突
廠
と
は
戦
闘
に
あ
た

っ
て
は
騎
射
で
戦
う
集
団
を
含
む
と
見
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
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わ
が
国
で
「
ソ
グ
ド
系
突
駅
」
が
提
唱
さ
れ
た
時
期
は
、
今
世
紀
初
頭
と

思
わ
れ
る
。
中
田
氏
は
修
士
論
文
で
す
で
に
提
唱
さ
れ
た
と
い
う
し
、
さ
ら

に
は
齊
藤
勝
氏
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
同
じ
用
語
を
使
用
さ
れ
た
と
聞
く
（
ま

だ
活
字
化
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）
。
ヴ
ェ
シ
エ
ー
ル
書
も
そ
の
こ

ろ
に
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は

微
妙
に
異
な
る
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
国
名
の
研
究
者
に
よ
っ
て
同
じ

用
語
が
使
用
さ
れ
始
め
た
と
い
え
る
。
ソ
グ
ド
・
突
蕨
関
係
史
の
研
究
を
突

き
詰
め
て
い
る
う
ち
に
、
ち
ょ
う
ど
機
が
熟
し
た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

　
そ
の
中
で
も
、
本
書
の
著
者
森
部
氏
は
、
申
国
各
地
を
調
査
し
て
精
力
的

に
研
究
を
進
め
、
ソ
グ
ド
系
突
駅
の
歴
史
的
展
開
に
見
通
し
を
つ
け
、
次
々

と
唐
代
史
の
新
事
実
を
発
見
し
、
そ
れ
ら
を
本
書
に
結
実
さ
れ
た
。
氏
の
研

究
に
よ
っ
て
、
中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
の
形
態
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
形
態
と
は
、
①
商
業
活
動
を
目
的
と
し
て
来
た
者
、

②
北
魏
末
期
以
降
に
移
住
し
て
聚
落
を
形
成
し
た
者
、
③
突
腰
経
由
で
移
住

し
た
ソ
グ
ド
界
雷
厭
、
の
三
種
の
形
態
で
あ
る
。
従
来
は
、
こ
れ
ら
を
混
同

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
う
ち
の
主
と
し
て
③
を
掘
り
下
げ
た

論
考
で
あ
り
、
そ
し
て
③
の
一
部
の
六
州
胡
の
解
釈
が
中
田
説
と
は
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
③
に
西
突
厭
経
由
の
形
態
を
想
定

し
な
く
て
よ
い
か
、
あ
る
い
は
上
述
の
よ
う
に
②
が
武
人
と
し
て
活
動
す
る

形
態
を
想
定
し
な
く
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
森
部
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
よ
り
明
確

に
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
問
題
点
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
本
書
の
価
値

を
落
と
す
も
の
で
は
な
い
。

　
唐
と
い
う
時
代
は
、
中
国
史
の
枠
組
み
で
す
べ
て
が
解
け
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
本
書
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
れ

ま
で
著
者
が
発
表
し
た
論
文
の
｝
本
を
一
つ
の
章
に
し
て
構
成
さ
れ
た
研
究

書
で
は
な
く
、
書
き
換
え
組
み
替
え
て
論
旨
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
図
版
類

も
豊
冨
で
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
唐
代
史
だ
け
で

な
く
他
の
時
代
に
関
心
を
持
つ
人
に
も
、
さ
ら
に
は
中
国
以
外
の
地
域
・
民

族
の
歴
史
に
関
心
を
も
つ
人
に
も
、
是
非
一
読
を
勧
め
た
い
。

（
A
5
版
三
七
九
頁
　
二
〇
一
〇
年
三
月

　
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
｝
○
年
三
月
）

（
早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授
）
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