
森
安
孝
夫

著

東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア

森

部

豐

Ⅰ

本
書
は
︑
國
內
外
の
古
代
ト
ル
コ
學
を
牽
引
し
︑
ま
た
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
�(1

)
硏
究
を
推
�
し
て
き
た
森
安
孝
夫
の
初
め
て
の
論
�
集
で
あ
る
︒

著
者
に
は
︑
す
で
に
﹃
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
敎
�
の
硏
究
﹄
(﹃
大
阪
大
學
�
學
部
紀
�
﹄
三
一
・
三
二
合
�
號
︑
一
九
九
一
)
と
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と


�
國
﹄
(興
�
の
世
界
�
5
)
(
�
談
社
︑
二
〇
〇
七
／
�
談
社
學
�
�
庫
︑
二
〇
一
六
)
が
あ
る
︒
�
者
は
著
者
の
�
士
論
�
で
︑
タ
イ
ト
ル
の
ご

と
く
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
敎
�
を
取
り
�
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
後
者
は
著
者
の
多
方
面
の
硏
究
領
域
の
う
ち
︑
特
に
ソ
グ
ド
硏
究
・
東
ウ
イ
グ
ル

�
國
�
硏
究
を
も
と
に
書
き
下
ろ
し
た
一
般
向
け
の
槪
說
書
で
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
︑
本
書
は
著
者
の
硏
究
成
果
の
う
ち
︑
著
者
自
ら
が
﹁
單

著
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
が
高
い
日
本
語
論
�
で
︑
か
つ
﹁
歷
�
學
�
性
格
﹂
が
强
い
も
の
を
取
�
�
擇
し
て
�
纂
し
た
學
�
論
�
集
で
あ
る
︒

七
三
〇
ペ
ー
ジ

(論
�
部
分
の
み
)
に
お
よ
ぶ
大
册
で
︑
論
�
の
內
容
・
性
格
か
ら
四
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
�
成
さ
れ
て
い
る
︒

本
書
は
︑
論
�
の
本
�
・
�
な
ど
を
初
出
時
の
ま
ま
の
體
裁
で
載
錄
す
る

(す
な
わ
ち
改
變
し
な
い
)
﹁
原
�
!
義
﹂
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て

い
る
︒
各
論
�
發
表
後
に
"
ら
か
に
な
っ
た
點
︑
見
解
の
變
#
點
︑
そ
し
て
本
書
�
集
時
に
お
け
る
著
者
の
論
點
の
怨
た
な
到
$
點
な
ど
は
︑

︹
補
記

(脚
%
形
式
)
︺︹
書
後
︺
と
い
う
&
記
で
說
"
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
︒
た
だ
︑
本
書
に
引
用
す
る
�
書
�
料
の
テ
キ
ス

ト
・
和
譯
な
ど
が
︑
初
出
時
か
ら
大
き
く
硏
究
が
�
展
し
て
變
#
す
る
必
�
が
あ
る
場
合
は
︑
�
怨
版
に
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
︒

― 161 ―

797



以
下
︑
本
書
'
體
の
�
成
を
示
し
た
後
︑
ま
ず
各
論
�
の
內
容
を
紹
介
し
︑
つ
い
で
本
書
の
(
義
に
つ
い
て
論
)
し
て
み
た
い
︒

�
成

序
�

第
一
�

東
ウ
イ
グ
ル
・

・
吐
蕃
鼎
立
時
代
*

1

ウ
イ
グ
ル
か
ら
見
た
安
�
の
亂

2

チ
ベ
ッ
ト
語
�
料
中
に
現
わ
れ
る
北
方
民
族

︱
︱
D
R
U
-
G
U
と
H
O
R
︱
︱

3

吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
�
出

4

增
補
：
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
爭
奪
戰
4
び
そ
の
後
の
西
域
5
勢
に
つ
い
て

第
二
�

西
ウ
イ
グ
ル
・
敦
煌
王
國
・
河
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
*

5

ウ
イ
グ
ル
の
西
�
に
つ
い
て

6

ウ
イ
グ
ル
と
敦
煌

7

敦
煌
と
西
ウ
イ
グ
ル
王
國

︱
︱
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
か
ら
の
書
鯵
と
贈
り
物
を
中
心
に
︱
︱

8

沙
州
ウ
イ
グ
ル
集
團
と
西
ウ
イ
グ
ル
王
國

第
三
�

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
*

9


代
に
お
け
る
胡
と
佛
敎
�
世
界
地
理

10

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ウ
イ
グ
ル
商
人

︱
︱
ソ
グ
ド
商
人
と
オ
ル
ト
ク
商
人
の
あ
い
だ
︱
︱

11

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
に
お
け
る
7
貨

︱
︱
絹
・
西
方
銀
錢
・
官
布
か
ら
銀
錠
へ
︱
︱

12

敦
煌
出
土
元
代
ウ
イ
グ
ル
�
書
中
の
キ
ン
サ
イ
緞
子
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13

元
代
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
徒
の
一
書
鯵

︱
︱
敦
煌
出
土
ウ
イ
グ
ル
語
�
獻
補
8

︱
︱

第
四
�

マ
ニ
敎
・
佛
敎
�
*

14

東
ウ
イ
グ
ル
�
國
マ
ニ
敎
�
の
怨
展
開

15

西
ウ
イ
グ
ル
王
國
時
代
の
マ
ニ
敎
隆
盛

︱
︱
マ
ニ
敎
寺
院
經
營
の
實
態
︱
︱

16

西
ウ
イ
グ
ル
王
國
に
お
け
る
マ
ニ
敎
の
衰
:
と
佛
敎
の
擡
頭

17

ト
ル
コ
佛
敎
の
源
液
と
古
ト
ル
コ
語
佛
典
の
出
現

18

西
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー

︱
︱
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
�
號
第
8
窟

(
怨
�
號
第
18
窟
)
の
壁
畫
年
代
再

考
︱
︱

19

西
ウ
イ
グ
ル
王
國
�
の
根
本
�
料
と
し
て
の
棒
杭
�
書

Ⅱ

第
一
�
﹁
東
ウ
イ
グ
ル
・

・
吐
蕃
鼎
立
時
代
*
﹂
は
四
本
の
論
�
で
�
成
さ
れ
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
時
代

(七
四
〇
年
代
～
八
四
〇
年
)
の

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
地
域
の
政
治
�
を
論
じ
て
い
る
︒

1
﹁
ウ
イ
グ
ル
か
ら
見
た
安
�
の
亂
﹂
(二
〇
〇
二
︒
數
字
は
各
論
�
の
初
出
年
︒
以
下
同
)
は
︑
マ
ク
ロ
な
安
�
の
亂
に
關
す
る
槪
說
部
分
と

ミ
ク
ロ
で
緻
密
な
古
ト
ル
コ
語
�
書
硏
究
が
融
合
し
︑
安
�
の
亂
解
釋
に
怨
た
な
視
角
を
提
示
し
た
論
考
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
從
來
の
中
國
�

硏
究
者
の
視
點
か
ら
だ
け
で
は
︑
安
�
の
亂
の
本
質
は
見
え
な
い
と
指
摘
し
︑
こ
の
亂
の
鎭
壓
に
動
い
た
ウ
イ
グ
ル
側
か
ら
の
視
角
を
<
入
し

よ
う
と
す
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
從
來
%
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ベ
ル
リ
ン
=
藏
の
ウ
イ
グ
ル
�
典
籍
斷
片

(マ
ニ
敎
�
獻
：
M
a
in
z
3
4
5
)
を

再
解
釋
し
︑
そ
の
斷
片
の
表
面
に
は
ウ
イ
グ
ル
の
安
�
の
亂
へ
の
介
入
が
︑
裏
面
に
は
ウ
イ
グ
ル
の
牟
羽
可
汗
と
マ
ニ
敎
團
と
の
關
係
が
記
営

さ
れ
て
い
る
︑
と
復
元
し
た
︒
さ
ら
に
こ
の
ウ
イ
グ
ル
語
典
籍
斷
片
と
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
碑
�
の
記
営
を
比
�
・
考
察
し
︑

H
に
と
っ
て
︑
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安
�
の
亂
の
�
I
局
面
に
お
け
る
狀
況
は
極
め
て
切
K
し
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
ウ
イ
グ
ル
に
對
し
て
何
度
も
L
軍
を
�
M
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
を
"
ら
か
に
し
た
︒
著
者
は
︑
こ
う
し
た
�
書
硏
究
の
基
礎
に
立
脚
し
︑
安
�
の
亂
そ
の
も
の
を
﹁
征
N
王
H

(中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國

家
)
﹂
の
先
驅
�
形
態
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
提
示
す
る
︒
た
だ
し
︑
安
祿
山
や
そ
の
繼
承
者
が
目
指
し
た
怨
政
權
は
︑﹁
中
央
ユ
ー

ラ
シ
ア
側
の
O
牧
騎
馬
民
族
勢
力
が
一
本
P
し
て
﹁
南
方
﹂
を
荏
�
す
る
﹁
シ
ス
テ
ム
﹂
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
﹂
た
め
︑
安
�
の
亂
に
よ
る

﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
﹂
の
出
現
は
無
か
っ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
る
︒

2
﹁
チ
ベ
ッ
ト
語
�
料
中
に
現
わ
れ
る
北
方
民
族
﹂
(一
九
七
七
)
は
︑
ぺ
リ
オ
が
敦
煌
か
ら
持
ち
出
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書

(
P
.
t.
1
2
8
3
)

を
詳
細
に
解
讀
し
︑
そ
こ
に
現
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
の
﹁
D
ru
-
g
u
﹂
と
﹁
H
o
r﹂
が
指
す
內
容
を
"
ら
か
に
し
た
︒
本
論
�
自
體
は
二
違
か
ら

な
る
︒
第
一
違
で
は
︑
ま
ず
︑
P
.
t.
1
2
8
3
の
テ
キ
ス
ト
と
和
譯
を
提
示
す
る
︒
こ
の
和
譯
は
︑
本
書
�
集
時
點
の
�
怨
版
に
#
怨
さ
れ
て
い

る
︒
[
に
︑
こ
の
�
書
に
見
え
る
記
事
の
年
代
を
比
定
し
て
︑
八
世
紀
中
葉
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
5
勢
が
記
営
さ
れ
て
い
る
と
結
論
附
け
︑

そ
し
て
本
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書
の
成
立
を
︑
吐
蕃
の
敦
煌
荏
�
時
\

(七
八
七
～
八
四
八
)
と
す
る
說
に
贊
同
す
る
︒
つ
い
で
︑
P
.
t.
1
2
8
3
に
現

れ
る
﹁
D
ru
-
g
u
﹂
が
テ
ュ
ル
ク
族
一
般
を
指
す
總
稱
で
あ
る
こ
と
を
"
ら
か
に
し
︑﹁
H
o
r﹂
の
檢
討
を
行
う
︒
も
と
も
と
︑
P
.
t.
1
2
8
3
の
序

�
に
よ
る
と
︑
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
︑
非
チ
ベ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
﹁
H
o
r
の
王
が
北
方
に
]
^
し
た
五
人
の
H
o
r

人
よ
り
の
報
吿
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
從
來
の
P
.
t.
1
2
8
3
に
關
す
る
硏
究
は
︑
こ
れ
に
基
づ
き
︑
本
�
書
'
體
を
五
人
の
H
o
r
人
か
ら
の
報
吿

と
し
て
分
け
て
き
た
︒
著
者
も
そ
の
考
え
に
立
脚
し
つ
つ
︑
第
三
報
吿
の
始
ま
る
冒
頭
箇
=
を
修
正
し
︑
こ
の
報
吿
に
見
え
る
各
民
族
の
名
稱

を
比
定
し
て
八
世
紀
中
葉
に
お
け
る
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
民
族
分
布
を
描
き
出
し
︑
ま
た
五
人
の
H
o
r
人
の
`
a
を
檢
討
し
た
︒
そ
の
檢
討

b
a
に
お
い
て
︑
チ
ベ
ッ
ト
語
の
﹁
H
o
r﹂
の
語
源
が
ウ
イ
グ
ル
に
あ
り
︑
ま
た

時
\
の
﹁
H
o
r﹂
が
ウ
イ
グ
ル
を
指
す
と
い
う
從
來
の
一

般
�
c
識
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
P
.
t.
1
2
8
3
に
現
わ
れ
る
﹁
H
o
r﹂
は
︑
ウ
イ
グ
ル
を
指
す
だ
け
で
は
解
釋
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
特
に
︑

こ
の
�
書
'
體
か
ら
は
ウ
イ
グ
ル
に
關
す
る
5
報
が
詳
し
く
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
︑
五
人
の
H
o
r
人
を
]
^
し
た
﹁
H
o
r
の
王
﹂
は
ウ
イ
グ

ル
以
外
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
︒
第
二
違
で
は
︑
P
.
t.
1
2
8
3
以
外
の
チ
ベ
ッ
ト
語
諸
�
料
を
�
搜
し
︑﹁
H
o
r﹂
の
語
義
を
確
c
し
︑
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八
世
紀
中
葉
な
い
し
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
も
﹁
H
o
r﹂
は
ウ
イ
グ
ル
で
な
か
っ
た
こ
と
を
"
ら
か
に
し
た
︒
原
論
�
の
時
點
で
は
︑﹁
H
o
r

と
は
チ
ベ
ッ
ト
の
北
方
に
い
る
中
國
民
族
以
外
の
e
力
な
衣
民
族
で
︑
か
つ
チ
ベ
ッ
ト
と
直
接
領
域
を
接
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
た
が
︑

そ
の
後
の
著
者
は
︑﹁
H
o
r
の
王
﹂
は
河
西
の
ど
こ
か
に
い
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
解
釋
し
て
い
る

(﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄︑
�
庫
版
︑
三

三
一
～
三
三
四
頁
)
︒

3
﹁
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
�
出
﹂
(一
九
八
四
)
は
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
と
吐
蕃
と
が
西
域
で
衝
突
す
る
以
�
の
西
域
5
勢
を
︑
吐
蕃
の
�
出

と
い
う
視
點
で
描
き
出
し
た
︒
[
の
﹁
增
補
：
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
爭
奪
戰
4
び
そ
の
後
の
西
域
5
勢
に
つ
い
て
﹂
と
大
き
く
關
係
す
る

論
考
で
あ
る
︒
'
體
は
︑
六
違
か
ら
な
る
︒
一
違
か
ら
五
違
ま
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
ソ
ン
ツ
ェ
ン=

ガ
ム
ポ

(六
世
紀
末
～
六
四
九
)
︑
マ
ン
ソ

ン=

マ
ン
ツ
ェ
ン

(六
五
〇
～
六
七
六
)
︑
チ=

ド
ゥ
ー
ソ
ン

(六
七
六
～
七
〇
四
)
︑
チ
デ=

ツ
ク
ツ
ェ
ン

(七
〇
四
～
七
五
四
)
︑
チ
ソ
ン=

デ

ツ
ェ
ン

(七
五
五
～
七
九
六
)
の
各
ツ
ェ
ン
ポ
の
西
域
�
出
の
具
體
�
樣
相
を
︑
漢
�
�
料
と
チ
ベ
ッ
ト
語
�
料
を
驅
h
し
て
描
き
出
し
て
い

く
︒
そ
し
て
︑
I
違
で
は
︑
チ
ベ
ッ
ト
の
中
央
ア
ジ
ア
�
出
を
三
つ
の
時
\
に
區
分
す
る
︒
第
一
時
\
は
七
世
紀
後
i
で
︑
吐
蕃
で
代
々
宰
相

と
な
っ
た
M
g
a
r
一
家
が
!
<
し
︑
パ
ミ
ー
ル

(カ
ラ
コ
ル
ム
山
j
・
パ
ミ
ー
ル
高
原
を
含
む
廣
い
範
圍
を
指
す
)
を
7
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
へ
�
出

を
圖
っ
た
︒
第
二
時
\
は
八
世
紀
�
i
で
︑
パ
ミ
ー
ル
お
よ
び
ロ
プ
地
方
の
兩
地
域
に
�
出
し
︑
東
西
兩
面
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
へ
K
ろ
う
と
し

た
︒
第
三
時
\
は
八
世
紀
の
後
i
で
︑
こ
の
時
\
は
︑
安
�
の
亂
に
よ
っ
て

H
の
勢
力
が
衰
え
︑
そ
の
結
果
︑
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
�
出
が

活
發
と
な
り
︑
八
世
紀
の
I
わ
り
に
タ
リ
ム
盆
地
の
南
側
︑
す
な
わ
ち
天
山
南
`
'
域
が
吐
蕃
の
勢
力
下
に
は
い
っ
た
こ
と
を
"
ら
か
に
し
た
︒

4
﹁
增
補
：
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
爭
奪
戰
�
び
そ
の
後
の
西
域
�
勢
に
つ
い
て
﹂
(一
九
七
九
)
は
︑
八
世
紀
の
I
わ
り
に
ウ
イ
グ
ル
と

吐
蕃
が
︑
北
庭
を
め
ぐ
っ
て
爭
っ
た
事
件
︑
お
よ
び
そ
の
後
の
西
域
に
お
け
る
兩
者
の
勢
力
範
圍
を
分
析
し
た
論
考
で
あ
る
︒
七
八
九

(貞
元

五
)
年
に
北
庭
を
め
ぐ
っ
て
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
閒
で
戰
l
が
行
わ
れ
︑
七
九
〇
年
に
は
ウ
イ
グ
ル
が
大
敗
す
る
も
︑
m
七
九
一
年
に
�
I
決

戰
が
行
わ
れ
た
︒
一
九
七
九
年
以
�
に
お
い
て
︑
日
本
で
は
︑
�
I
�
n
者
を
吐
蕃
と
す
る
說
と
ウ
イ
グ
ル
で
あ
る
と
す
る
說
と
が
存
在
し
た
︒

著
者
は
︑
そ
の
答
え
を
<
き
出
す
た
め
に
︑
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
碑
�
︑
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
�
料

(マ
ニ
敎
讚
美
歌
集
・
奧
書
)
︑
古
代
ト
ル
コ
語
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�
料

(ウ
イ
グ
ル
語
�
書
)
︑
ア
ラ
ブ
側
�
料

(タ
ミ
ー
ム=

イ
ブ
ン=

バ
フ
ル
の
旅
行
記
)
そ
し
て
﹃
o
治
7
鑑
﹄
や
怨
舊
﹃

書
﹄
な
ど
の
漢
�

典
籍
�
料
を
�
搜
し
て
考
察
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
北
庭
爭
奪
戰
に
お
け
る
�
I
�
n
利
者
は
ウ
イ
グ
ル
で
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
後
の
西
域
5
勢

と
し
て
︑
天
山
北
部
・
東
部

(ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
含
む
)
は
ウ
イ
グ
ル
の
荏
�
下
に
入
り
︑
河
西
囘
p
か
ら
タ
リ
ム
盆
地
の
南
緣
は
吐
蕃
が
荏
�

し
た
と
結
論
附
け
た
︒

Ⅲ

第
二
�
﹁
西
ウ
イ
グ
ル
・
敦
煌
王
國
・
河
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
*
﹂
は
四
本
の
論
�
か
ら
�
成
さ
れ
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
r
壞
後
の
ウ
イ
グ
ル

諸
勢
力
の
う
ち
︑
西
走
ウ
イ
グ
ル
の
動
向
に
照
射
を
あ
て
た
論
考
を
收
め
る
︒

5
﹁
ウ
イ
グ
ル
の
西
�
に
つ
い
て
﹂
(一
九
七
七
)
は
︑
漢
�
�
料
の
再
解
釋
に
加
え
︑
ペ
ル
シ
ア
語
�
料
で
あ
る

G
a
rd
iz
i
の

Z
a
y
n

a
l-
A
k
h
b
a
r
を
利
用
し
て
︑
八
四
〇
年
の
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
r
壞
後
の
西
走
ウ
イ
グ
ル
の
動
き
を
跡
附
け
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
{
生
に
關
す
る

假
說
を
提
示
し
た
︒
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
r
壞
後
の
西
走
ウ
イ
グ
ル
は
三
つ
の
集
團
に
分
か
れ
︑
そ
の
う
ち
�
大
の
集
團
は
東
部
天
山
地
方

(安

西
ウ
イ
グ
ル
)
︑
一
部
は
河
西
の
甘
州
地
方

(河
西
ウ
イ
グ
ル
)
︑
別
の
集
團
が
カ
ル
ル
ク
の
領
域=

西
部
天
山
地
方
の
北
側
に
あ
た
る
セ
ミ
レ
チ

エ
地
方
に
走
っ
た
︒
十
五
部
か
ら
な
る
西
走
ウ
イ
グ
ル
は
︑
龐
テ
ギ
ン
に
ひ
き
い
ら
れ
︑
}
中
で
分
散
し
つ
つ
も
︑
そ
の
!
�
部
は
北
庭
︑
さ

ら
に
天
山
を
南
に
越
え
︑
焉
耆
に
到
$
し
た
︒
こ
の
龐
テ
ギ
ン
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
安
西
ウ
イ
グ
ル
集
團
は
︑
焉
耆
を
據
點
と
し
︑
代
官
を
]

^
し
て
北
庭
や
西
州
を
荏
�
下
に
置
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
八
六
六
年
︑
僕
固
俊
を
首
領
と
す
る
北
庭
ウ
イ
グ
ル
が
こ
の
龐
テ
ギ
ン

(も
し
く
は

そ
の
後
繼
者
)
の
ひ
き
い
る
安
西
ウ
イ
グ
ル
集
團
を
倒
し
︑
さ
ら
に
西
州
も
占
據
し
て
天
山
ウ
イ
グ
ル
を
瓜
一
し
た
︒
著
者
は
︑
西
ウ
イ
グ
ル

王
國
の
{
生
を
こ
の
よ
う
に
敍
営
す
る
︒

6
﹁
ウ
イ
グ
ル
と
敦
煌
﹂
(一
九
八
〇
)
は
︑
九
世
紀
i
ば

(八
四
〇
年
の
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
r
壞
)
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
︑
西
走
し
た
ウ

イ
グ
ル
諸
勢
力
と
敦
煌
に
あ
っ
た
歸
義
軍
~
度
h
と
の
關
係
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
敍
営
を
7
じ
︑
九
世
紀
後
i
か
ら
一
一
世
紀
後
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i
の
敦
煌
の
西
方
が
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
︑
西
走
ウ
イ
グ
ル
の
內
︑
モ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
直
接
エ
チ
ナ
液
域
に
據
っ
た
﹁
河

西
ウ
イ
グ
ル
﹂
が
九
世
紀
の
I
わ
り
に
甘
州
方
面
へ
移
動
し
︑
八
九
〇
年
頃
に
甘
州
ウ
イ
グ
ル
王
國
が
成
立
し
た
こ
と
︑
甘
州
ウ
イ
グ
ル
王
國

と
沙
州
歸
義
軍
~
度
h
と
が
婚
姻
關
係
に
よ
っ
て
强
固
に
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
︑
歸
義
軍
~
度
h
の
血
j
に
ウ
イ
グ
ル
の
血
が
入
っ
て
い
っ
た

ば
か
り
で
な
く
︑
沙
州
敦
煌
へ
甘
州
ウ
イ
グ
ル
王
國
お
よ
び
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
か
ら
人
口
移
動
が
あ
り
︑
そ
の
結
果
︑
一
一
世
紀
に
は
沙
州
ウ

イ
グ
ル
が
{
生
し
た
こ
と
を
"
ら
か
に
し
た
︒

7
﹁
敦
煌
と
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
﹂
(一
九
八
七
)
は
︑
九
世
紀
後
i
か
ら
一
一
世
紀
�
i
に
か
け
て
の
敦
煌

(歸
義
軍
~
度
h
)
と
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン

(西
ウ
イ
グ
ル
王
國
)
と
の
人
�
・
物
�
�
液
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
︑
ぺ
リ
オ
�
書

(
P
.
3
6
7
2
B
is)
の
�
書
を
解
析
し
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
�
書
は
︑
あ
る
場
=
に
い
た
︑
あ
る
佛
敎
高
僧

(大
德
)
が
︑
沙
州
の
三
人
の
僧
官
へ
出
し
た
手
紙
で
あ
る
︒
著
者
は
︑

こ
の
佛
敎
高
僧
の
�
書
を
分
析
し
︑
こ
の
手
紙
の
發
信
地
を
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
と
特
定
し
︑
さ
ら
に
發
信
年
代
を
一
〇
世
紀

後
i
こ
ろ
と
比
定
し
た
︒
ま
た
︑
こ
の
手
紙
に
見
え
る
﹁
瓤
桃
﹂
を
西
瓜
と
推
定
し
︑
一
〇
世
紀
の
西
ウ
イ
グ
ル
人
に
と
っ
て
も
西
瓜
は
珍
重

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
當
該
時
\
に
お
け
る
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン

(西
ウ
イ
グ
ル
王
國
)
と
敦
煌

(歸
義
軍
~
度
h
)

と
の
密
接
な
關
係
を
"
ら
か
に
し
た
︒
そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
敦
煌
�
書
に
現
れ
る
﹁
西
州
﹂
を
�
映
晃
が
コ
ー
タ
ン
地
方
を
指
す
と
論
じ
た
點

に
反
論
し
︑
著
者
は
︑
歸
義
軍
時
代
の
﹁
西
州
﹂
は
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
地
方
に
あ
っ
た
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
を
指
す
も
の
だ
と
論
證
し
た
︒

8
﹁
沙
州
ウ
イ
グ
ル
集
團
と
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
﹂
(二
〇
〇
〇
)
は
︑
6
﹁
ウ
イ
グ
ル
と
敦
煌
﹂
論
�
で
提
唱
し
た
沙
州
ウ
イ
グ
ル
の
沿
革
の

確
c
と
中
國
人
硏
究
者
が
!
張
す
る
沙
州
ウ
イ
グ
ル
獨
立
王
國
論
に
對
す
る
反
論
で
あ
る
︒
著
者
は
︑﹁
ウ
イ
グ
ル
と
敦
煌
﹂
に
お
い
て
︑
一

一
世
紀
初
め
に
沙
州
ウ
イ
グ
ル
集
團
が
存
在
し
た
こ
と
を
提
唱
し
た
が
︑
そ
れ
は
特
に
中
國
の
學
界
に
大
き
な
影
�
を
與
え
︑
つ
い
に
は
沙
州

に
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
や
甘
州
ウ
イ
グ
ル
王
國
と
は
別
の
ウ
イ
グ
ル
王
國
が
存
在
し
た
と
い
う
論
に
ま
で
成
長
し
た
︒
著
者
は
︑
中
國
人
硏
究
者

の
依
據
す
る
漢
�
�
料
・
ウ
イ
グ
ル
語
�
料
の
解
釋
を
再
檢
討
し
て
批
�
を
行
い
︑
改
め
て
沙
州
ウ
イ
グ
ル
は
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
指
<
の
も

と
で
成
長
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
!
張
す
る
︒
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Ⅳ

第
三
�
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
*
﹂
は
︑
五
本
の
論
�
か
ら
な
る
︒

9
﹁
�
代
に
お
け
る
胡
と
佛
敎


世
界
地
理
﹂
(二
〇
〇
七
)
は
︑

代
の
﹁
胡
姫
﹂
が
ソ
グ
ド
人
女
性
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て

王
H
が

﹁
東
ア
ジ
ア
﹂
の
王
H
で
あ
る
よ
り
﹁
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
部
﹂
に
位
置
す
る
�
國
で
あ
っ
て
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
7
じ
︑
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア

と
の
關
係
が
�
重
�
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
ま
ず
著
者
は
︑
八
世
紀
後
i
の

で
�
纂
さ
れ
︑
日
本
に
將
來
さ
れ
た
イ
ン
ド
語
漢
語
對
譯

字
書
で
あ
る
﹃
泳
語
雜
名
﹄︑
同
じ
く
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
i
ば
に

で
作
成
さ
れ
︑
九
世
紀
中
に
日
本
に
將
來
さ
れ
た
﹁
蕃
漢
對
照
東
洋

地
圖
﹂
(現
存
未
確
c
)
︑
八
世
紀
�
i
の
5
報
を
傳
え
る
û
超
﹃
�
五
天
竺
國
傳
﹄
お
よ
び
一
〇
世
紀
の
蕃
漢
字
書
斷
違

(
P
e
llio
t
c
h
in
o
is
2
7
6
2

裏
)
に
見
え
る
﹁
胡
國
﹂﹁
胡
﹂
に
對
し
て
分
析
を
ほ
ど
こ
し
︑
盛

か
ら
中

の
I
わ
り
頃
ま
で
の
漢
語
で
︑﹁
胡
國
﹂
は
ソ
グ
ド
國
︑﹁
胡
﹂

は
ソ
グ
ド
人
を
指
す
と
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
︑

代
の
﹁
胡
姫
﹂
は
ソ
グ
ド
人
女
性
で
あ
る
こ
と
を
!
張
す
る
︒
さ
ら
に
︑
イ
ン
ド
發
祥
の
世

界
觀
で
あ
る
四
!
說
の
多
樣
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
つ
つ
︑
そ
れ
と
上
記
﹁
蕃
漢
對
照
東
洋
地
圖
﹂
と
を
比
�
し
て
︑
こ
の
地
圖
が
實

は
當
時
の

に
と
っ
て
の
﹁
世
界
地
圖
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
︑

H
は
內
陸
に
目
を
向
け
て
い
た
﹁
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の

王
H
﹂
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
︒

10
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ウ
イ
グ
ル
商
人
﹂
(一
九
九
七
)
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
活
�
し
た
オ
ル
ト
ク
商
人
お
よ
び
﹁
斡
脫
・
オ
ル
タ
ク
・
オ

ル
ト
ク
﹂
に
つ
い
て
︑
ウ
イ
グ
ル
�
書

(西
ウ
イ
グ
ル
王
國
時
代
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
荏
�
\
の
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ン
の
人
々
が
殘
し
た
古
ト
ル
コ
語
�
書
)

を
利
用
し
て
考
察
し
︑
怨
知
見
を
提
�
し
た
論
考
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
ウ
イ
グ
ル
�
書
の
分
析
を
7
じ
︑
西
ウ
イ
グ
ル
人
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部

地
域
に
お
い
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
�
易
に
從
事
し
て
い
た
こ
と
︑
そ
の
�
�
地
�
易
に
は
商
人
の
み
な
ら
ず
︑
樣
々
な
階
層
の
人
々
が
參
加
し
て
い

た
こ
と
な
ど
を
"
ら
か
に
し
︑
一
〇
世
紀
�
後
の
中
國
・
江
南
地
域
を
除
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
地
域
に
お
い
て
ウ
イ
グ
ル=

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
を
!
張
し
た
︒
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
5
報
收
集
能
力
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
勃
興
以
影
の
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
命
�
を
決
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定
し
︑
さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
な
る
と
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
中
國
・
江
南
に
ま
で
4
ん
だ
と
す
る
︒
ま
た
︑
ウ
イ
グ
ル
商
人
の
こ
の
よ
う

な
活
�
の
源
液
は

代
に
活
�
し
た
ソ
グ
ド
商
人
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
オ
ル
ト
ク

商
人
の
源
液
は
︑
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
グ
ル
商
人
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
(
味
に
お
い
て
彼
ら
は
佛
敎
徒
な
い
し
は
キ
リ
ス
ト
敎
徒

と
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る

(や
が
て
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
は
ム
ス
リ
ム
商
人
も
�
出
し
ウ
イ
グ
ル
商
人
を
凌
駕
す
る
)
︒

11
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
に
お
け
る
�
貨
﹂
(二
〇
〇
四
)
は
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
に
お
け
る
銀
の
液
7
に
つ
い
て
考
察
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
な
論
�
で
あ
る
︒
も
と
も
と
︑

H
の
荏
�
が
4
ぶ
以
�
の
西
域
で
は
銀
錢
が
液
7
し
て
い
た
が
︑

の
荏
�
下
に
な
る
と
高
額
紙
�
と
し

て
の
絹
と
計
算
機
能
を
持
つ
銅
錢
が
竝
行
し
て
用
い
ら
れ
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
に
お
い
て
も
絹
織
物
が
國
際
7
貨
と
し
て
7
用
し
て
い
た
︒
こ

の
よ
う
に
槪
觀
し
た
後
︑
著
者
は
︑
ウ
イ
グ
ル
�
書
の
分
析
を
7
じ
︑
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
と
モ
ン
ゴ
ル
時
代
で
は
h
用
す
る
貨
�
に
變
P
が
生

じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
す
な
わ
ち
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
の
現
地
7
貨
は
棉
布
で
﹁
官
布
﹂
と
よ
ば
れ
︑
銀
は
ま
だ
液
7
し
て
い
な
か
っ
た

(銅

錢
の
液
7
は
あ
る
a
度
あ
っ
た
)
こ
と
︑
一
三
・
一
四
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
な
る
と
ウ
イ
グ
リ
ス
タ
ン
で
は
銀
と
�
鈔
が
國
際
7
貨
・
現
地

7
貨
に
な
っ
た
こ
と
を
"
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
︑
一
〇
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
銀
の
液

れ
に
論
4
す
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
日
本
に
お
い
て
宮
崎
市
定
・
愛
宕
松
男
・
佐
�
圭
四
郞
な
ど
が
論
じ
て
い
た
が
︑
著
者
は
特
に
大
量
の
銀
が

ム
ス
リ
ム
商
人
に
よ
っ
て
中
國
か
ら
西
方
に
�
ば
れ
た
と
い
う
愛
宕
の
說
を
:
け
︑
む
し
ろ
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で

は
銀
が
西
か
ら
東
に
液
れ
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
な
る
と
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
'
體
の
銀
動
向
の
一
�
に
組
み
�
ま
れ
︑
東
か
ら

西
へ
の
銀
の
液
れ
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒

12
﹁
敦
煌
出
土
元
代
ウ
イ
グ
ル
�
書
中
の
キ
ン
サ
イ
緞
子
﹂
(一
九
八
八
)
は
︑
ぺ
リ
オ
一
八
一
窟
か
ら
出
土
し
た
ウ
イ
グ
ル
語
�
書
に
見
え

る
﹁
q
ïn
sa
i
ta
v
a
r﹂
を
﹁
キ
ン
サ
イ

(行
在=

杭
州
)
緞
子
﹂
と
解
釋
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
敦
煌
と
杭
州

(舊
南
宋
)
の
結
び

つ
き
を
"
ら
か
に
し
︑
佛
敎
徒
ウ
イ
グ
ル
人
が
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
�
か
び
上
が
ら
せ
た
︒
同
時
に
︑
敦
煌
と
杭
州
の

み
な
ら
ず
︑
ウ
イ
グ
ル
人
に
よ
る
大
都
と
敦
煌
︑
大
都
と
杭
州
︑
天
山
東
部
と
敦
煌
と
の
結
び
つ
き
を
確
c
し
︑
ウ
イ
グ
ル
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
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と
い
う
抽
象
�
槪
念
を
提
唱
す
る
︒

13
﹁
元
代
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
徒
の
一
書
鯵
﹂
(一
九
八
三
)
は
︑
ぺ
リ
オ
將
來
の
ウ
イ
グ
ル
語
�
書
P
.
4
5
2
1
(
怨
�

P
e
llio
t
o
u
ig
o
u
r
1
6
B
is)
の

分
析
か
ら
始
ま
る
︒
著
者
は
︑
こ
の
�
書
を
一
九
七
八
～
一
九
八
〇
年
の
パ
リ
留
學
中
に
實
見
し
︑
こ
の
�
書
の
ウ
ラ
表
紙
の
中
に
あ
る
一
�

書
の
解
讀
を
お
こ
な
い
︑
こ
れ
を
手
紙
で
あ
る
と
斷
定
し
た
︒
今
囘
の
論
�
集
載
錄
に
あ
た
り
︑
初
出
時
の
テ
キ
ス
ト
は
 
り
が
あ
り
不
十
分

で
あ
る
と
の
こ
と
で

(こ
れ
は
原
�
書
が
貼
り
合
わ
せ
と
重
ね
折
り
の
狀
態
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
)
︑
そ
の
後
の
¡
査
で
"
ら
か
に
な
っ
た
�
怨
テ

キ
ス
ト
を
揭
載
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
年
代
を
一
三
〇
二
年
以
影
と
推
斷
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
以
外
に
も
敦
煌
の
藏

經
洞
以
外
か
ら
發
見
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
�
・
モ
ン
ゴ
ル
�
の
佛
敎
�
書
や
佛
敎
徒
の
銘
�

(ウ
イ
グ
ル
人
が
モ
ン
ゴ
ル
�
を
書
い
た
可
能
性
が
あ

る
)
︑
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ル
王
族
が
發
�
人
と
な
っ
た
漢
�
碑
�

(寺
院
修
復
事
業
記
念
の
碑
に
ウ
イ
グ
ル
�
が
見
え
る
︒
ま
た
ウ
イ
グ
ル
�
が
�
記
さ

れ
た
碑
︑
漢
�
・
モ
ン
ゴ
ル
�
で
書
か
れ
た
ウ
イ
グ
ル
人
高
官
の
記
念
碑
)
な
ど
で
年
代
に
"
ら
か
に
な
る
も
の
が
︑
い
ず
れ
も
一
四
世
紀
初
頭
か
ら

中
葉
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
︑
當
該
時
\
の
河
西
地
方
に
は
ウ
イ
グ
ル
人

(舊
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
人
々
)
が
集
團
で
居
£
し
︑
ま
た
河
西

地
方
で
は
ウ
イ
グ
ル
語
が
公
用
語
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
︒

Ⅴ

第
四
�
﹁
マ
ニ
敎
・
佛
敎
�
*
﹂
は
︑
著
者
の
﹃
ウ
イ
グ
ル=
マ
ニ
敎
�
の
硏
究
﹄
を
補
完
す
る
も
の
と
い
え
る
︒﹃
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
敎

�
の
硏
究
﹄
は
西
ウ
イ
グ
ル
國
の
マ
ニ
敎
の
盛
衰
�
の
解
"
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
對
し
︑
本
*
は
六
本
の
論
�
か
ら
�
成

さ
れ
︑
東
ウ
イ
グ
ル
時
代
の
マ
ニ
敎
か
ら
說
き
�
こ
し
︑
そ
し
て
西
ウ
イ
グ
ル
國
の
人
々
が
マ
ニ
敎
か
ら
や
が
て
佛
敎
へ
信
仰
を
變
え
て
い
く

樣
を
︑
古
代
ウ
イ
グ
ル
語
�
書
を
利
用
し
解
"
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
14
﹁
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
マ
ニ
敎
�
の
怨
展
開
﹂
(二
〇
一
三
)
は
︑
ウ
イ
グ
ル
可
汗
の
本
據
地
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
あ
っ
た
時
代
︑
す

な
わ
ち
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
時
代
に
お
け
る
マ
ニ
敎
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
う
ち
︑
牟
羽
可
汗
の
マ
ニ
敎
改
宗
の
時
\
と
﹁
ブ
ク
ハ
ン
傳
說
﹂
の
!
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人
公
の
比
定
に
つ
い
て
︑
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
�
料
狀
況
が
變
P
し
た
こ
と
と
怨
し
い
硏
究
が
出
た
こ
と
を
踏
ま
え
︑
改

め
て
著
者
の
自
說
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
︒
牟
羽
可
汗
の
マ
ニ
敎
改
宗
の
時
\
は
︑
7
說
で
は
牟
羽
可
汗
が
中
國
�
征
し
た
}
上
︑
洛
陽
で

出
會
っ
た
四
人
の
マ
ニ
僧
を
ウ
イ
グ
ル
本
國
へ
連
れ
て
歸
っ
た
時
で
︑
七
六
二
／
七
六
三
年
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
著
者
は
︑
C
la
rk
の
論

�
や
怨
�
料
の
記
営
か
ら
︑
ウ
イ
グ
ル
は
七
六
二
／
七
六
三
年
以
�

(確
定
し
た
年
代
は
不
詳
)
に
西
域
經
由
で
す
で
に
マ
ニ
敎
を
¦
容
し
て
い

た
︑
と
い
う
說
を
改
め
て
!
張
す
る
︒
ま
た
︑﹁
ブ
ク
ハ
ン
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
ウ
イ
グ
ル
に
お
い
て
マ
ニ
敎
を
保
護
し
︑
眞
の
(
味
に

お
い
て
國
敎
P
し
た
エ
デ
ィ
ズ
氏
出
身
の
懷
信
可
汗
を
!
�
な
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
︑
マ
ニ
敎
<
入
者
た
る
牟
羽
可
汗
の
す
が
た
も
投
影
し
て
つ

く
ら
れ
た
﹁
架
空
の
人
物
﹂
と
い
う
結
論
を
出
し
た
︒

15
﹁
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
時
代
の
マ
ニ
敎
隆
盛
﹂
(二
〇
〇
三
)
は
︑
黃
�
弼
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
發
見
し
た
﹁
マ
ニ
敎
寺
院
經
營
令
規
�
書
﹂

の
再
檢
討
を
7
じ
︑
本
�
書
が
持
つ
性
格
を
"
ら
か
に
し
た
論
考
で
あ
る
︒
本
�
書
は
︑
黃
�
弼
が
﹃
吐
魯
番
考
古
記
﹄
(北
京
︑
中
國
科
學
院
︑

一
九
五
四
)
で
寫
眞
を
發
表
し
︑
そ
れ
に
基
づ
き
︑
一
九
七
五
年
に
ツ
ィ
ー
メ
が
部
分
�
に
內
容
を
紹
介
し
た
が
︑
不
完
'
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

一
九
七
八
年
に
な
っ
て
︑
耿
世
民
が
'
�
テ
キ
ス
ト
と
¨
譯
を
發
表
し
た
が
︑﹁
テ
キ
ス
ト
の
�
字
轉
寫
に
い
わ
ゆ
る
﹁
ゴ
ー
ス
ト=

ワ
ー
ド
﹂

が
存
在
し
︑
個
々
の
單
語
の
讀
み
方
や
�
違
'
體
の
解
釋
の
仕
方
に
も
非
常
に
多
く
の
問
題
點
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
ま
ず
こ

の
�
書
の
テ
キ
ス
ト
・
¨
譯
の
�
怨
版
を
提
示
し
︑
こ
の
�
書
が
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
�
\
の
一
〇
世
紀
i
ば
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
c
す
る
︒

[
に
本
�
書
に
現
れ
る
﹁
is
a
yγ

u
c
i
幹
事
﹂
と
﹁
x
ro
x
a
n
呼
嚧
喚
﹂
の
語
を
檢
證
し
︑
�
者
は
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
政
府
か
ら
]
^
さ
れ
た
役

人
で
︑
マ
ニ
寺
の
經
營
に
か
か
わ
る
樣
々
な
事
を
指
圖
す
る
係
︑
後
者
は
マ
ニ
敎
僧
侶
の
ª
番
で
︑﹁
幹
事
﹂
と
同
樣
の
職
掌
を
e
す
る
も
の
︑

と
解
釋
し
た
︒
つ
い
で
︑
�
書
に
現
れ
る
穀
物
の
數
量
に
よ
っ
て
マ
ニ
寺
院
の
規
模
を
二
〇
〇
人
か
ら
二
五
〇
人
︑
お
な
じ
く
メ
ロ
ン
の
記
営

に
よ
っ
て
一
八
〇
人
か
ら
二
四
〇
人
と
推
定
し
︑
こ
の
規
模
は
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
內
で
は
�
も
規
模
の
大
き
か
っ
た
も
の
と
�
斷
し
た
︒
そ

し
て
︑
こ
の
�
書
が
︑
高
昌
に
あ
っ
た
大
マ
ニ
寺
院

(高
昌
8
跡
K

；

著
者
推
定
)
と
そ
の
子
院

(
8
跡
α

；

著
者
推
定
)
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
も

の
で
︑﹁
円
�
上
は
一
切
の
經
濟
活
動
を
許
さ
れ
な
い
マ
ニ
敎
の
寺
院
と
僧
侶
に
代
わ
っ
て
國
家
が
そ
の
財
政
と
經
營
を
擔
當
し
︑
國
敎
と
し
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て
の
�
い
を
享
¦
し
て
き
た
マ
ニ
敎
の
寺
院
を
從
來
7
り
保
護
す
る
こ
と
を
保
證
す
る
﹂
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
︒

著
者
は
︑
一
〇
世
紀
i
ば
か
ら
一
一
世
紀
i
ば
に
か
け
て
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
に
お
い
て
︑
國
敎
の
地
位
が
マ
ニ
敎
か
ら
佛
敎
へ
徐
々
に
移

り
變
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て
お
り
︑
16
﹁
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
に
お
け
る
マ
ニ
敎
の
衰
�
と
佛
敎
の
擡
頭
﹂
(二
〇
〇
三
)
に
お
い
て
︑
そ
の
檢

證
を
お
こ
な
っ
た
︒
ま
ず
︑
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
郊
外
に
あ
る
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
佛
洞
の
中
で
︑
著
者
が
佛
敎=

マ
ニ
敎
二
重
窟
と
考
え
て
い
る
窟
か

ら
發
見
さ
れ
た
マ
ニ
敎
徒
書
鯵

(ソ
グ
ド
�
三
件
と
ウ
イ
グ
ル
�
五
件
)
を
取
り
上
げ
︑
一
一
世
紀
の
第
二
四
i
世
紀
か
ら
中
葉
く
ら
い
ま
で
は
︑

西
ウ
イ
グ
ル
王
國
に
お
い
て
マ
ニ
敎
團
の
存
在
が
確
c
で
き
る
と
す
る
︒
つ
い
で
︑
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
高
昌
故
城
の
8
跡
K
か
ら
發
見
さ
れ
た

ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
敎
�
獻

(
T

Ⅱ

D
1
7
1
)
を
取
り
上
げ
る
︒
著
者
は
︑
本
寫
本
に
現
れ
る
大
慕
闍
の
名
を
M
a
r
W
a
h
m
a
n
X
w
a
rx
se
d
(マ
ニ

敎
東
方
敎
區
の
モ
ジ
ャ
ク
)
と
復
元
し
︑
ま
た
同
寫
本
に
現
れ
る
チ
ギ
ル
族
の
ア
ル
ス
ラ
ン
・
イ
ル=

テ
ィ
ル
ギ
ュ
グ=

ア
ル
プ=

ブ
ル
グ
チ
ャ

ン=

ア
ル
プ=

タ
ル
カ
ン=

ベ
グ
が
︑
一
〇
二
五
年
の
紀
年
を
持
つ
岸
壁
銘
�
に
も
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
本
寫
本
の
制
作
年
代
を
一
一
世

紀
�
i
と
考
え
た
︒
[
に
︑
本
寫
本
に
見
え
る
地
名

(西
部
天
山
北
麓
に
あ
っ
た
﹁
ア
ル
グ
國
﹂
)
や
民
族
名

(カ
ル
ル
ク
の
�
成
部
族
も
し
く
は
分
]

で
あ
る
﹁
チ
ギ
ル
族
﹂
)
な
ど
を
踏
ま
え
︑
一
一
世
紀
�
i
の
カ
ラ
ハ
ン
H
領
域
の
�
東
方
部
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
�
西
端
の
さ
ら
に
西
方

(す

な
わ
ち
セ
ミ
レ
チ
エ
)
に
ト
ル
コ
系
マ
ニ
敎
集
團
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
す
る
︒
そ
し
て
�
後
に
︑
著
者
は
T

Ⅱ

D
1
7
1
の
持
つ
(
味

を
考
察
す
る
た
め
︑
別
の
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
敎
�
獻
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
の
マ
ニ
敎
�
獻
は
︑
マ
ニ
敎
�
獻
の
大
多
數
が
書
か
れ
る
n
-言
語

と
い
う
︑
よ
り
古
い
タ
イ
プ
の
ウ
イ
グ
ル=

ト
ル
コ
語
で
は
な
く
︑
佛
敎
�
獻
の
大
部
分
に
見
ら
れ
る
比
�
�
怨
し
い
タ
イ
プ
の
y
-言
語
で

書
か
れ
て
お
り
︑
ま
た
佛
典
特
e
の
貝
葉
形
式
の
寫
本
で
あ
る
と
い
う
特
²
を
持
つ
︒
著
者
は
︑
こ
の
寫
本
を
一
〇
世
紀
後
i
か
ら
一
一
世
紀

�
i
の
も
の
と
�
年
し
︑
こ
の
よ
う
な
佛
敎
�
特
²
を
色
濃
く
持
つ
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
�
獻
は
︑
佛
敎
が
徐
々
に
³
´
し
は
じ
め
た
一
〇
世
紀

末
頃
の
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
に
お
け
る
マ
ニ
敎
徒
が
卷
き
µ
し
の
た
め
に
作
成
し
た
も
の
と
推
測
す
る
︒
そ
し
て
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
に
お
け
る

マ
ニ
敎
の
5
勢
に
對
し
︑
天
山
西
部
北
麓
に
い
た
マ
ニ
敎
團
が
危
機
感
を
い
だ
き
︑
そ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
︑
同
地
も
し
く
は
ト
ゥ
ル
フ
ァ

ン
盆
地
で
T

Ⅱ

D
1
7
1
は
作
成
さ
れ
︑
高
昌
に
あ
っ
た
マ
ニ
敎
會
に
寄
�
さ
れ
た
と
い
う
假
說
を
提
示
す
る
の
で
あ
る(2

)
︒
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17
﹁
ト
ル
コ
佛
敎
の
源
液
と
古
ト
ル
コ
語
佛
典
の
出
現
﹂
(一
九
八
九
)
は
︑
ト
ル
コ
佛
敎
の
源
液
が
︑
ト
カ
ラ
佛
敎
と
漢
人
佛
敎
で
あ
る
と

い
う
著
者
の
持
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ト
ル
コ
學
界
で
は
︑
ト
ル
コ
佛
敎
の
源
液
は
ソ
グ
ド
佛
敎
で
あ
り
︑
そ
れ
は
突
厥

第
一
可
汗
國
時
代
に
す
で
に
ト
ル
コ
人
の
閒
に
入
っ
て
い
た
︑
と
c
識
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
著
者
は
︑
古
ト
ル
コ
人
の
佛
敎
¦
容
は
早

く
て
も
九
世
紀
後
i
︑
本
格
�
に
は
一
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
と
!
張
す
る
︒
ウ
イ
グ
ル
�
國
が
西
方
へ
勢
力
を
擴
大
し
︑
東
部
天
山
地
方
を

そ
の
勢
力
下
に
置
く
と
︑
こ
の
地
に
い
た
イ
ラ
ン
人

(ソ
グ
ド
人
)
マ
ニ
敎
徒
は
︑
ソ
グ
ド
語
マ
ニ
經
典
を
古
ト
ル
コ
語
に
¨
譯
し
た
︒
こ
の

¨
譯
�
獻
の
中
に
は
︑
ソ
グ
ド
語
を
仲
介
と
し
て
¨
譯
さ
れ
た
宗
敎
語
彙
が
c
め
ら
れ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
東
部
天
山
地
方
に
お
い
て
マ
ニ

敎
ト
ル
コ
語
や
マ
ニ
敎
古
ト
ル
コ
語
�
獻
を
手
本
と
し
︑
佛
敎
ト
ル
コ
語
や
佛
敎
ト
ル
コ
語
�
獻
が
ト
カ
ラ
人
佛
敎
徒
や
漢
人
佛
敎
徒
の
手
で

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
著
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
古
ト
ル
コ
語
佛
典
に
ソ
グ
ド
語
の
�
素
が
入
り
�
む
の
は
不
思
議
で
な
い
と

す
る
︒
ま
た
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
時
代
の
天
山
東
部
地
方
で
古
ト
ル
コ
語
佛
典
の
¨
譯
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
西
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
の
源
液
は

ト
カ
ラ
佛
敎
で
あ
る
と
著
者
は
考
え
る
︒

18
﹁
西
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
﹂
(二
〇
〇
七
)
は
︑
17
論
�
の
論
旨
を
︑
さ
ら
に
發
展
さ
せ
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

著
者
は
︑
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
�
號
第
八
窟

(
怨
�
號
第
一
八
窟
)
の
壁
畫
に
見
え
る
供
養
人
と
そ
の
ウ
イ
グ
ル
語
銘
�
を

手
掛
か
り
に
︑
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
に
お
け
る
佛
敎
の
變
�
を
�
か
び
上
が
ら
せ
る
︒
結
論
の
み
を
ま
と
め
れ
ば
︑
九
世
紀
i
ば
に
焉
耆
地
區
に

都
を
置
い
た
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
は
︑
一
〇
世
紀
に
は
北
庭

(ビ
シ
ュ
バ
リ
ク
)
に
都
を
移
し
︑
あ
わ
せ
て
高
昌
を
冬
の
都
と
し
た

(第
5
論
�
參

照
)
︒
こ
の
時
\
の
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
で
は
︑
荏
�
者
層
の
ウ
イ
グ
ル
人
や
ソ
グ
ド
人
は
マ
ニ
敎
を
信
仰
し
て
い
た
が
︑
被
荏
�
者
の
ト
カ
ラ

人
や
漢
人
は
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
た
︒
こ
の
ト
カ
ラ
人
や
漢
人
が
信
仰
し
て
い
た
も
の
を
西
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
と
著
者
は
定
義
す
る
︒
一
〇
世
紀

に
は
北
庭
に
お
い
て
ト
カ
ラ
語
佛
典
か
ら
ト
ル
コ
語
佛
典
へ
の
¨
譯
︑
ま
た
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
︑
や
は
り
北
庭
で
漢
�
佛

典
か
ら
ト
ル
コ
語
佛
典
へ
の
¨
譯
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
際
に
�
擇
さ
れ
た
佛
典
は
︑
マ
ニ
と
彌
勒
が
同
一
視
さ
れ
る
﹃
マ
イ
ト
リ
シ
ミ
ッ
ト
﹄︑

﹁
光
﹂
に
か
か
わ
る
﹃
天
地
八
陽
神
呪
經
﹄﹃
金
光
"
�
n
王
經
﹄
な
ど
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
ト
ル
コ
語
へ
の
¨
譯
事
業
の
成
果
は
一
〇
世
紀
後
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i
か
ら
あ
ら
わ
れ
︑
徐
々
に
ウ
イ
グ
ル
人
の
中
に
佛
敎
に
改
宗
す
る
も
の
が
增
え
︑
や
が
て
一
一
世
紀
に
は
ウ
イ
グ
ル
人
の
僧
侶
が
出
現
し
て

ウ
イ
グ
ル
人
の
佛
敎
P
が
完
成
し
︑
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
が
{
生
す
る
と
著
者
は
考
え
て
い
る
︒
同
時
に
︑
ウ
イ
グ
ル
佛
敎
界
の
�
高
指
<
者
と
し

て
︑
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
�
號
第
八
窟
壁
畫
に
見
え
る
供
養
人
銘
�
の
シ
ャ
ジ
ン=

ア
イ
グ
チ
が
登
場
す
る
と
い
う
︒

19
﹁
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
�
の
根
本
�
料
と
し
て
の
棒
杭
�
書
﹂
(書
下
ろ
し
)
は
︑
二
〇
世
紀
の
初
め
に
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
地
區
で
發
見
さ
れ
た

墨
書
銘
�
の
あ
る
三
本
の
棒
杭

(棒
杭
�
書
)
に
對
す
る
�
怨
の
考
察
で
あ
る
︒
棒
杭
�
書
の
う
ち
︑
二
點
は
古
ウ
イ
グ
ル
語
︑
一
點
は
古
代

漢
語
で
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
棒
杭
�
書
に
關
す
る
硏
究
を
一
九
一
五
年
に
發
表
し
た
ミ
ュ
ラ
ー
の
紹
介
順
序
に
從
い
︑
著
者
は
第
一
棒
杭
�

書

(ウ
イ
グ
ル
語
)
︑
第
二
棒
杭
�
書

(
漢
�
)
︑
そ
し
て
補
8
に
お
さ
め
ら
れ
た
も
の
を
第
三
棒
杭
�
書

(ウ
イ
グ
ル
語
)
と
し
て
考
察
を
す
す

め
る
︒
從
來
︑
第
一
と
第
三
の
古
ウ
イ
グ
ル
語
棒
杭
�
書
の
作
成
年
代
に
は
東
ウ
イ
グ
ル
時
代
說
と
西
ウ
イ
グ
ル
時
代
說
と
が
あ
り
︑
ま
た
棒

杭
�
書
そ
の
も
の
の
h
用
目
�
に
對
し
て
も
︑
學
界
で
は
衣
な
る
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
た
︒
著
者
は
︑
そ
れ
に
對
し
︑
第
一
棒
杭
�
書
を
一

〇
〇
八
年
︑
第
三
棒
杭
�
書
を
一
〇
一
九
年
と
年
代
比
定
し
︑
と
も
に
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
\
の
も
の
と
す
る
︒
つ
い
で
︑
三
點
の
棒
杭
�
書
の

�
怨
の
テ
キ
ス
ト
と
日
本
語
譯
を
提
示
し
︑
そ
の
h
用
目
�
を
考
察
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
棒
杭
�
書
と
は
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
王
族
や
貴
族
た

ち
が
佛
敎
寺
院
の
円
¹
物
を
寄
�
す
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
緣
�
や
由
來
を
棒
杭
上
に
墨
書
し
︑
僧
侶
・
俗
人
が
集
ま
っ
て
�
工
式
を
行
う
際
︑

そ
れ
を
寺
院
円
築
工
事
の
中
心
の
位
置
を
示
し
て
打
ち
�
ん
だ
も
の
で
︑
佛
塔
の
中
心
軸
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
︑
か
つ
円
設
豫
定
地
の
淸
淨
P
︑

も
し
く
は
地
下
の
惡
»
を
封
印
す
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
︒

Ⅵ

本
書
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
山
下
將
司

(﹃

代
�
硏
究
﹄
一
八
︑
二
〇
一
五
︑
一
七
〇
～
一
七
八
頁
)
︑
橘
堂
晃
一

(﹃
內
陸
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
三
一
︑

二
〇
一
六
︑
一
七
五
～
一
八
三
頁
)
︑
白
須
淨
眞

(﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
二
五−

一
〇
︑
二
〇
一
六
︑
八
七
～
九
七
頁
)
の
各
氏
に
よ
っ
て
書
)
が
發
表
さ
れ

て
い
る
︒
山
下
書
)
は
本
稿
と
同
樣
な
體
裁
で
︑
鯵
½
に
'
體
の
紹
介
と
)
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
橘
堂
書
)
は
變
則
�
書
)
で
︑
ウ
イ
グ
ル
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語
o
料
に
關
す
る
硏
究
部
分
の
)
を
中
心
に
︑
第
四
�
の
み
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
︒
白
須
書
)
は
︑
本
書
揭
載
論
�
の
紹
介
は
省
き
︑

﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
﹂
と
い
う
著
者
の
�
語
を
手
掛
か
り
に
︑
本
書
を
讀
み
解
い
て
い
く
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ

も
︑
各
氏
の
專
門
領
域
に
も
と
づ
く
書
)
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
一
讀
に
値
す
る(3

)
︒

本
書
が
�
う
タ
イ
ム
ス
パ
ン
は
長
く
︑
硏
究
對
象
空
閒
も
廣
大
で
︑
引
用
�
料
は
漢
籍
・
古
代
ト
ル
コ
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
な
ど
多
種
言
語
に

わ
た
る
︒
そ
れ
故
す
べ
て
に
對
し
�
確
に
)
を
な
す
こ
と
は
︑
)
者
の
能
力
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
各
領
域
の
專
門

家
に
よ
る
硏
究
の
中
で
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
︑
本
書
'
體
に
對
す
る
)
者
の
感
想
め
い
た
見
方
を
提
示
し
︑

そ
の
後
︑
特
に
第
一
�
に
關
し
て
)
論
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
責
を
果
た
す
こ
と
に
し
た
い
︒

こ
の
長
大
な
本
書
を
一
言
で
言
い
表
す
こ
と
は
難
し
い
が
︑
)
者
は
こ
れ
を
古
代
ウ
イ
グ
ル
�
國
興
�
�
と
み
な
し
た
い
︒
著
者
自
身
が

﹁
序
�
﹂
で
営
べ
る
よ
う
に
︑
本
書
が
�
う
の
は
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
︑
甘
州
ウ
イ
グ
ル
王
國
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
�
國
時

代
の
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
の
活
動
の
諸
相
で
あ
る
︒
そ
し
て
四
�
か
ら
な
る
本
書
は
︑
第
一
・
第
二
�
が
ウ
イ
グ
ル
の
騎
馬
軍
事
力
︑
第
三
�
が

ウ
イ
グ
ル

(ソ
グ
ド
)
商
人
の
經
濟
力
︑
第
四
�
が
古
代
ウ
イ
グ
ル
宗
敎
�
を
論
じ
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

日
本
語
で
書
か
れ
た
古
代
ウ
イ
グ
ル
�
國
に
關
す
る
硏
究
と
し
て
︑
安
部
永
夫
﹃
西
ウ
ィ
グ
ル
國
�
の
硏
究
﹄
(彙
�
堂
書
店
︑
一
九
五
五
)

や
羽
田
亨
﹁

代
囘
鶻
�
の
硏
究
﹂
(﹃
羽
田
�
士
�
學
論
�
集
﹄
上
・
歷
�
*
︑
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
五
七
)
を
思
い
う
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�
者
は
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
の
都
の
場
=
の
考
證
を
7
じ
て
︑
八
四
〇
年
以
影
の
西
走
ウ
イ
グ
ル
の
歷
�
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
後
者
は


代
の
ウ
イ
グ
ル
︑
す
な
わ
ち

の
羈
縻
荏
�
\
と
突
厥
へ
の
從
屬
\
の
ウ
イ
グ
ル
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
時
代
︑
そ
し
て
八
四
〇
年
以
後
の
南
走

ウ
イ
グ
ル
の
歷
�
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
と
衣
な
り
︑
本
書
が
持
つ
大
き
な
特
²
は
︑
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
︑
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
︑

甘
州
ウ
イ
グ
ル
王
國
と
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
の
活
動
を
¿
括
�
に
�
っ
て
い
る
點
︑
ウ
イ
グ
ル=

マ
ニ
敎
と
ウ
イ
グ
ル=

佛

敎
と
い
う
宗
敎
を
大
き
く
�
っ
て
い
る
點
︑
そ
し
て
古
代
ウ
イ
グ
ル
語
�
料
を
�
搜
し
驅
h
し
て
い
る
點
に
集
À
で
き
る
だ
ろ
う
︒

本
書
は
︑﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
﹂
の
語
を
冠
し
て
お
り
︑
ま
た
本
�
中
で
は
古
代
ウ
イ
グ
ル
語
の
釋
讀
を
!
と
し
て
い
る
た
め
︑
あ
る
い
は
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漢
籍
を
!
に
利
用
し
︑
中
國
本
土
の
歷
�
を
硏
究
す
る
﹁
中
國
�
硏
究
者
﹂
は
︑
あ
ま
り
關
心
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
著
者

は
本
書
の
隨
=
で
﹁
中
國
�
硏
究
者
﹂
に
對
し
問
題
を
提
�
し
て
い
る
︒
第
1
論
�
の
﹁
安
�
の
亂
﹂
を
見
る
視
點
︑
續
く
第
2
論
�
に
お
け

る
﹁
安
�
の
亂
﹂
�
後
の
華
北
に
お
け
る
5
報
︑
第
3
論
�
お
よ
び
第
4
論
�
の
﹁

後
i
\
﹂
の
西
域
5
勢
︑
第
9
論
�
の

代
の
﹁
胡
﹂

字
の
解
釋
︑
第
10
論
�
の
オ
ル
タ
ク

(斡
脫
／
オ
ル
ト
ク
)
商
人
の
解
釋
︑
第
11
論
�
の
モ
ン
ゴ
ル
�
國
以
�
に
お
け
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
地

域
の
銀
液
7
に
關
す
る
硏
究
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
中
國
�
硏
究
﹂
の
傳
瓜
�
ト
ピ
ッ
ク
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
︒
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
う
︑
よ

り
廣
い
視
野
か
ら
提
示
さ
れ
た
著
者
の
視
點
・
結
論
・
假
說
を
ど
う
¦
け
止
め
︑
答
え
て
い
く
の
か
は
︑
今
後
の
中
國
�
硏
究
者
︑
特
に

代

�
・
宋
代
�
硏
究
者
の
責
務
と
い
え
る
︒

著
者
は
�
著
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄
(
�
庫
版
︑
四
四
～
四
七
頁
)
に
お
い
て
︑
歷
�
硏
究
の
あ
り
方
と
し
て
理
科
系
�
歷
�
學
︑
�

科
系
�
歷
�
學
を
提
示
し
た
︒
理
科
系
�
歷
�
學
と
は
﹁
原
典
�
料
に
基
づ
い
て
緻
密
に
論
理
展
開
さ
れ
︑
他
人
の
檢
證
に
十
分
堪
え
う
る
︑

つ
ま
り
理
科
系
で
い
う
﹁
&
實
驗
﹂
を
可
能
に
す
る
學
�
�
論
著
を
指
す
﹂
と
い
う
︒
一
方
︑﹁
�
Á
代
の
歷
�
�
料
﹂
は
﹁
ほ
と
ん
ど
が
偶

然
に
殘
っ
た
も
の
﹂
で
﹁
必
�
な
�
料
が
な
い
こ
と
の
方
が
	
7
﹂
な
の
で
︑
歷
�
敍
営
に
お
い
て
は
﹁
ど
う
し
て
も
空
白
を
埋
め
る
た
め
﹂

に
﹁
學
問
�
良
心
を
堅
持
﹂
し
た
﹁
推
論
﹂
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
︑
そ
れ
を
�
科
系
�
歷
�
學
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
︒

こ
の
言
葉
は
︑
か
つ
て
宮
崎
市
定
が
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究
﹄
(東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
五
六
年
︒
再
錄
：﹃
宮
崎
市
定
'
集
﹄
6
︑
岩
波
書
店
︑
一

九
九
二
)
を
著
わ
し
た
時
に
﹁
は
し
が
き
﹂
で
営
べ
た
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
る
︒
本
書
は
專
門
家
に
向
け
た
學
�
書
で
あ
る
の
で
︑
'
�
'
論

�
に
お
い
て
︑
理
科
系
�
歷
�
學
'
開
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
︑
�
料
檢
證
で
き
な
い
部
分
は
�
科
系
�
歷
�
學
の
手
法
に
よ
っ
て

古
代
ウ
イ
グ
ル
�
國
�
宴
を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
)
者
は
と
ら
え
て
い
る
︒
本
書
で
し
め
さ
れ
た
個
々
の
假
說
を
r
す
こ
と
は
容
易
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
を
理
科
系
�
歷
�
學
に
よ
っ
て
怨
し
い
'
體
宴
を
�
築
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
'
體
を
み
す
え
た

檢
證
は
︑
後
�
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

こ
こ
で
は
︑
)
者
の
硏
究
關
心
に
引
き
寄
せ
て
︑
第
一
�
に
收
め
ら
れ
た
論
考
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
き
た
い
︒

― 176 ―

812



第
1
論
�
は
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
を
單
な
る
中
國
�
の
分
水
嶺
と
の
み
見
る
の
で
は
な
く
︑
中
國
地
域
を
¿
括
す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
地
域
の

歷
�
︑
あ
る
い
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
�
と
い
う
よ
り
廣
い
視
野
に
お
い
て
見
直
す
べ
き
だ
と
い
う
提
言
と
¦
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
日
本
人
は
古

く
か
ら
漢
�
P
を
¦
容
し
︑
そ
の
一
つ
に
漢
詩
が
あ
っ
た
︒
日
本
に
お
け
る
﹁
安
�
の
亂
﹂
に
對
す
る
!
た
る
關
心
は
︑
東
洋
�
學
界
で
は
政

治
�
�
︑
軍
事
�
�
事
象
に
あ
る
よ
う
だ
が
︑
一
般
�
に
は
漢
詩
な
ど
を
7
し
︑
楊
貴
妃
と
玄
宗
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
と
そ
の
後
の
悲
劇
に
大
き

な
關
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
悲
劇
を
つ
く
り
だ
し
た
元
凶
と
し
て
の
﹁
安
�
の
亂
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
︑
こ
の

事
件
は
中
國
の
歷
�
の
液
れ
の
中
で
︑
單
純
に
解
釋
さ
れ
が
ち
で
あ
る
︒
漢
�
P
の
體
現
者
で
あ
る

�
國=

玄
宗
・
楊
貴
妃
と
︑
そ
れ
を
打

ち
壞
し
た
﹁
衣
民
族
﹂
出
身
の
安
祿
山
︒
こ
う
い
っ
た
圖
式
が
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
現
在
に
お
い
て
は
︑
陳
腐
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
"
白

で
あ
る
︒
第
1
論
�
は
︑
ま
さ
し
く
︑
中
國
�
硏
究
者
の
み
な
ら
ず
︑
一
般
の
日
本
人

(あ
る
い
は
中
國
人
も
)
が
囚
わ
れ
て
き
た
呪
Â
か
ら
の

解
放
を
提
言
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒

[
に
︑
著
者
が
第
2
論
�
に
お
い
て
︑
古
代
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書
の
釋
讀
を
7
じ
見
出
し
た
﹁
C
h
a
n
-
c
h
u
n
-
c
h
i﹂
に
﹁
張
忠
志
﹂
と
い
う
漢

字
名
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
提
言
は
︑

代
�
硏
究
の
古
典
�
ト
ピ
ッ
ク
と
な
り
つ
つ
あ
る
河
朔
三
鎭
硏
究
に
大
き
な
一
石
を

投
じ
る
き
っ
か
け
と
な
る
︒
安
�
の
亂
Ã
定
後
︑

H
は
舊
安
�
軍
の
將
軍
の
う
ち
︑
e
力
な
者
た
ち
を
~
度
h
に
任
じ
て
華
北
の
各
地
に
安

ï
し
た
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
自
身
の
强
大
な
軍
事
力
と
︑

H
側
の
不
安
定
な
政
治
狀
況
を
利
用
し
︑

H
の
命
に
從
わ
ず
︑
i
獨
立
狀
態
を

維
持
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
盧
龍
・
成
德
・
魏
�
の
三
つ
の
藩
鎭
が
そ
の
代
表
�
存
在
で
あ
り
︑
こ
れ
を
指
し
て
河
朔
三
鎭
と
い
う
︒

﹁
張
忠
志
﹂
は
奚
族
の
人
で
︑
も
と
は
安
祿
山
の
假
子
で
あ
り
︑
そ
し
て
安
�
軍
の
e
力
な
將
軍
で
あ
っ
た
︒
彼
は

H
に
歸
順
し
て
安
�
の

亂
I
結
に
功
績
が
あ
っ
た
た
め
︑

H
か
ら
李
寶
臣
と
い
う
名
を
與
え
ら
れ
︑
河
朔
三
鎭
の
一
つ
︑
成
德
藩
鎭
の
初
代
~
度
h
と
な
っ
た
︒
そ

の
李
寶
臣
は
安
祿
山
の
假
子
で
あ
っ
た
事
實
を
利
用
し
て
︑
安
�
の
亂
I
結
後
の
華
北
地
域
に
お
け
る
諸
藩
鎭
の
リ
ー
ダ
ー
�
存
在
と
な
っ
た

の
で
あ
る(4

)
︒
問
題
は
︑
チ
ベ
ッ
ト
語
�
書
に
見
え
る
よ
う
に
︑
H
o
r
王
が
]
^
し
た
五
人
の
h
者
の
一
人
が
河
北
方
面
へ
行
き
︑
そ
の
地
域
に

お
け
る
�
高
指
<
者
と
し
て
﹁
張
忠
志
﹂
を
見
て
い
た
點
で
あ
る
︒
從
來
の
中
國
�

(

代
�
)
硏
究
は
︑

宋
變
革
の
中
に
︑
i
獨
立
割
據
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し
た
河
朔
三
鎭
を
位
置
附
け
ん
と
し
︑
そ
の
革
怨
性

(﹁

﹂
と
い
う
古
い
體
制
を
打
破
す
る
怨
勢
力
)
を
摸
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
そ

し
て
︑
ほ
と
ん
ど
の
河
朔
三
鎭
硏
究
は
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
と
切
り
離
さ
れ
て
硏
究
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
歷
�
の
實
態
︑
當
時
の
︑

少
な
く
と
も
H
o
r
人
の
見
方
は
そ
う
で
は
な
く
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
鎭
壓
後
の
河
北
に
お
い
て
も
︑
安
祿
山
の
擬
制
�
血
緣
者

(張
忠
志=

李
寶

臣
)
が
首
領
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
︑
聯
續
面
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

安
祿
山
が
め
ざ
し
た
獨
立
國
家
は
︑
結
局
︑
そ
の
政
權
內
の
不
安
定
さ
か
ら
r
壞
し
て
實
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
見
方
を
變
え
れ
ば

河
朔
三
鎭
こ
そ
が
安
祿
山
の
後
繼
集
團
で
あ
り
︑
そ
し
て
安
祿
山
が
め
ざ
し
つ
つ
も
實
現
で
き
な
か
っ
た
獨
立
國
家
の
$
成
を
i
ば
成
功
さ
せ

た
︑
と
い
う
側
面
を
よ
り
(
識
す
る
必
�
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
著
者
は
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
を
早
す
ぎ
た
﹁
征
N
王
H
﹂
で
あ
る
と

)
價
し
た
︒
著
者
の
い
う
﹁
征
N
王
H
﹂
は
︑
後
に
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄
に
お
い
て
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
﹂
と
い
う
�
語
に

昇
華
す
る
が
︑
そ
の
內
實
は
︑﹁
人
口
の
少
な
い
﹁
北
方
﹂
の
O
牧
民
勢
力
が
︑
豐
か
な
農
Ä
・
定
£
地
帶
へ
の
掠
奪
・
征
N
あ
る
い
は
そ
の

£
民
と
の
協
¡
・
融
和
・
同
P
に
成
功
と
失
敗
を
繰
り
µ
し
て
き
た
À
二
〇
〇
〇
年
の
經
驗
を
踏
ま
え
て
︑
騎
馬
軍
團
に
よ
る
軍
事
力
と
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
に
よ
る
經
濟
力
に
加
え
て
�
書
行
政
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
取
り
�
み
︑
元
來
の
本
據
地
で
あ
る
草
原
地
帶
に
足
場
を
殘
し
な
が
ら
︑

﹁
南
方
﹂
の
大
人
口
の
農
Ä
民
・
都
市
民
を
安
定
�
に
荏
�
す
る
シ
ス
テ
ム
を
�
築
し
た
﹂
國
家
と
い
う
︒
)
者
は
︑
こ
の
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ

ア
型
國
家
﹂
の
ひ
な
型
が
︑
實
は
河
朔
三
鎭
で
熟
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
河
朔
三
鎭
の
歷
代
~
度
h
の
出
自
の
多
く

が
騎
馬
O
牧
民
系
で
あ
り
︑
そ
の
軍
事
力
の
淵
源
は
草
原
世
界
の
騎
馬
軍
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
だ
け
で
は
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
以
�
の


H
の
財
政
を
荏
え
て
い
た
穀
倉
地
域
で
あ
っ
た
河
北
の
地
と
︑
そ
こ
に
£
む
膨
大
な
農
Ä
民
を
管
理
・
瓜
治
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
︒
河
朔
三
鎭
が
︑

中
央
政
府
の
科
擧
に
合
格
し
な
が
ら
も
︑
銓
�
を
7
b
し
な
か
っ
た
官
人
豫
備
軍
を
積
極
�
に
辟
召
し
た
理
由
が
こ

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
騎
馬
軍
團
に
よ
る
軍
事
力
と
�
書
行
政
に
よ
る
農
民
瓜
治
︑

H
と
の
折
衝
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
河
朔
三
鎭
に
お

い
て
結
び
つ
き
︑
そ
れ
を
契
丹=

遼
や
五
代
沙
陀
政
權
が
引
き
繼
い
で
い
っ
た
の
だ
と
)
者
は
考
え
て
い
る
︒
著
者
の
提
言
は
︑
こ
の
よ
う
な

中
國
�
︑
特
に
從
來
の

宋
變
革
�
觀
か
ら
眺
め
て
い
た
河
朔
三
鎭
�
宴
を
大
き
く
變
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(5

)
︒
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た
だ
︑
あ
ま
り
に
も
)
者
の
關
心
に
ひ
き
つ
け
て
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
に
お
け
る
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國
家
の
ひ
な
型
形
成
論
﹂
を
强
¡
し

す
ぎ
る
の
は
︑
著
者
の
考
え
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
自
身
は
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
に
﹁
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
型
國

家
﹂
の
Æ
芽
を
見
出
す
も
の
の
︑
�
I
�
に
そ
の
完
成
形
と
も
い
え
る
モ
ン
ゴ
ル
�
國
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
は
︑
ポ
ス
ト
東
ウ
イ
グ
ル
�

國
の
諸
ウ
イ
グ
ル
王
國
を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
點
︑
本
書
の
讀
者
は
%
(
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

ま
た
第
3
論
�
と
第
4
論
�
は
︑﹁
安
�
の
亂
﹂
後
の
西
域
5
勢
を
理
解
す
る
上
で
︑
中
國
�
硏
究
者
︑
特
に

代
�
硏
究
者
が
目
を
7
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
︒﹁
安
�
の
亂
﹂
以
影
︑
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る

H
の
荏
�
力
は
Ç
體
P
し
︑
そ
れ
は
當
該
地
域
に
關

す
る
漢
字
に
よ
る
記
錄
・
5
報
の
減
少
と
な
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
字
記
錄
を
ベ
ー
ス
と
す
る
中
國
�
硏
究
者
の
空
閒
c
識
範
圍
も
縮
小
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

�
i
\
の
﹁

﹂
の
空
閒
と
後
i
\
の
そ
れ
と
の
閒
に
大
き
な
差
衣
が
生
じ
て
い
る
の
だ
が
︑
漢
�
�
料

だ
け
で
は
︑
こ
の
西
方
の
空
閒
を
c
識
す
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
︒
第
3
・
第
4
論
�
は
︑
こ
の
﹁
缺
如
﹂
を
補
っ
て
餘
り
あ
る
も
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
當
該
時
\
の
西
域
5
勢
の
理
解
は
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
\
に
�
き
た
沙
陀
の
東
�
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
︑
プ
レ
五

代
�=

沙
陀
東
�
�
の
硏
究
に
お
い
て
も
e
益
で
あ
る
と
い
え
る
︒

Ⅶ

本
書
を
讀
ん
で
氣
づ
い
た
こ
と
を
営
べ
て
お
き
た
い
︒﹁

代
に
お
け
る
胡
と
佛
敎
�
世
界
地
理
﹂
に
お
い
て
︑
著
者
は
︑﹁
胡
姫
﹂
を
ソ
グ

ド
人
の
女
性
で
あ
る
こ
と
を
斷
定
す
る
︒
そ
の
斷
定

(推
定
)
に
︑
)
者
自
身
も
大
き
な
衣
論
は
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
胡
姫
は
美
し
く
︑
都
會

�
セ
ン
ス
が
あ
っ
た
か
ら

�
P
の
花
形
と
な
り
え
た
﹂
で
あ
る
と
か
︑﹁
胡
姫
が
漢
人
や
ト
ル
コ
人
・
モ
ン
ゴ
ル
人
と
同
じ
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド

で
︑
し
か
も
北
方
草
原
の
純
粹
O
牧
民
出
身
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
そ
の
ま
ま

の
大
都
市
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
︑
液
行
の
�
先
端
を
ゆ
く
目

の
肥
え
た
人
々
の
集
ま
る
社
�
界
や
繁
華
街
で
︑
耳
目
を
集
め
る
瀟
洒
で
美
�
な
存
在
に
は
な
り
に
く
か
ろ
う
﹂
と
い
う
敍
営
は
︑
論
�
に

あ
っ
て
は
︑
や
や
!
觀
�
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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こ
の
部
分
と
關
聯
す
る
が
︑
著
者
は
﹁
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
﹂
と
﹁
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
﹂
と
い
う
語
句
を
h
用
し
︑﹁
胡
姫
﹂
を
﹁
碧
眼
・
白
皙
・

高
Ê
・
卷
髮
と
い
う
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
�
特
²
﹂
を
持
つ
と
表
現
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
表
現
か
ら
は
︑﹁
胡
姫
﹂
す
な
わ
ち
ソ
グ
ド
人
女
性
が
︑

歐
米
の
﹁
白
人
﹂
女
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
聯
想
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
碧
眼
・
高
Ê
﹂
と
い
う
特
²
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
︑﹁
白
皙
﹂
に
つ
い
て
は
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
︒
�
料
で
も
胡
人
女
性
を
﹁
白
皙
﹂
と
表
現
す
る
も
の
は
︑
實
は
見
當
た
ら
な
い
の
で
あ

る

(大
食
人
女
性
は
﹁
白
皙
﹂
と
記
さ
れ
る
)
︒

ま
た
︑
Á
年
で
は
﹁
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
﹂﹁
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
﹂
に
代
わ
っ
て
﹁
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
﹂﹁
西
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
﹂
と
い
う
槪
念
が
8
傳

子
學
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
い
︒
こ
れ
は
︑
コ
ー
カ
ソ
イ
ド=

白
色
人
種
︑
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド=

黃
色
人
種
と
容
易
に

聯
想
さ
れ
る
も
の
に
對
す
る
反
省
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
︒
西
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
の
人
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
コ
ー
カ
ソ
イ
ド

と
い
っ
て
も
︑
實
際
は
褐
色
の
肌
を
し
て
い
る
人
も
い
る
か
ら
だ
︒
實
際
︑
も
と
も
と
中
央
ア
ジ
ア
に
£
ん
で
い
た
ソ
グ
ド
人
も
褐
色
の
肌

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
う
い
っ
た
見
方
が
出
て
い
る
こ
と
に
︑
讀
者
は
%
(
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

Ⅷ

と
こ
ろ
で
︑
本
書
で
は
�
面
に
出
し
て
�
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
論
爭
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
こ
の
論
爭

は
︑
一
九
七
七
年
に
︑
閒
野
英
二
が
﹃
中
央
ア
ジ
ア
の
歷
�

︱
︱
草
原
と
オ
ア
シ
ス
の
世
界
﹄
(
怨
書
東
洋
�
8
︑
�
談
社
現
代
怨
書
)
で
提
言

し
た
(
見
に
端
を
發
し
︑
當
時
︑
閒
野
と
護
Ì
夫
ら
と
の
閒
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
し
ば
ら
く
沈
靜
P
し
て
い
た
よ
う
に
見
え

た
が
︑
本
書
著
者
が
︑
こ
の
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
特
に
二
〇
〇
七
年
に
一
般
向
け
に
著
わ
さ
れ
た
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と


�
國
﹄
の
中
で
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
﹂
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
經
雲
が
紹
介
さ
れ
た
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
も
う
一
方
の
當
事
者
で
あ
る
閒
野
は

﹁﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
﹂
再
考

︱
︱
森
安
孝
夫
氏
の
批
�
に
關
聯
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
�
林
﹄
九
一−

二
︑
二
〇
〇
八
︑
一
一
六
～
一
三
六
頁
)
を
發

表
し
て
著
者
の
見
解
に
應
答
し
︑﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
論
爭
﹂
が
再
燃
し
た
よ
う
に
見
え
た
︒
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こ
の
論
爭
は
︑﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
を
歷
�
硏
究
に
お
い
て
︑
ど
う
�
う
べ
き
な
の
か
に
端
を
發
し
︑
そ
こ
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
�
を
ど
う
と

ら
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
擴
散
し
て
い
る
︒
森
安
・
閒
野
兩
氏
が
提
示
す
る
問
題
點
は
多
岐
に
わ
た
り
︑
こ
の
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
論

爭
﹂
を
︑
そ
の
發
端
か
ら
現
狀
ま
で
跡
附
け
︑
そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
問
題
す
べ
て
を
�
う
こ
と
は
︑
紙
數
の
關
係
上
か
ら
も
不
可
能
で
あ
り
︑

ま
た
本
稿
が
﹃
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
﹄
の
書
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
Í
當
で
は
な
い
だ
ろ
う(6

)
︒
そ
こ
で
 
解
が
生
じ
︑
問
題
範

圍
が
縮
小
し
て
し
ま
う
こ
と
は
承
知
の
上
で
︑
あ
え
て
こ
の
﹁
論
爭
﹂
を

(1
)
硏
究
者
が
硏
究
論
�
な
ど
で
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
と
い
う
�

語
を
ど
う
�
う
べ
き
な
の
か
︑
(2
)
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
都
市
の
經
濟
は
�
易
活
動
が
!
體
か
︑
農
業
活
動
が
!
體
な
の
か
︑
と
い
う

2
點
に
Î
っ
て
言
4
し
て
み
た
い
︒

(1
)
の
問
題
は
︑
複
雜
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
が
提
�
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代

(あ
る
い
は
そ
の
少
し
�
)
の
具
體
�
狀
況
や
空
氣
を
知
ら
な

い
)
者
や
若
い
世
代
に
と
っ
て
︑﹁
見
え
な
い
も
の
﹂
が
多
す
ぎ
る
︒
=
F
︑
�
字
を
7
し
て
し
か
︑
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
し
か
な
い
が
︑

閒
野
や
氏
の
考
え
に
Á
い
人
々
は
︑﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
と
い
う
言
葉
の
曖
昧
さ
︑
そ
れ
を
自
覺
し
な
い
で
安
易
に
歷
�
硏
究
に
h
っ
て
き
た

と
い
う
態
度
に
對
す
る
不
滿
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
中
央
ア
ジ
ア
の
歷
�
硏
究
者
の
う
ち
︑
比
�
�
怨
し
い
時
代

(イ
ス

ラ
ー
ム
P
以
後
)
の
硏
究
者
に
共
7
し
て
い
た
c
識
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
著
者
自
身
は
︑
二
〇
〇
四
年
の
段
階
で
﹁
反
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
�
觀
﹂
に
對
し
︑﹁
�
Á
代
の
中
央
ア
ジ
ア
な
い
し
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
對
し
こ
の
Ì
稱

(と
し
て
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
語=

)
者
補
)
を

h
う
こ
と
に
ま
で
衣
議
を
差
し
挾
む
の
は
あ
ま
り
に
狹
量
で
あ
る
﹂
と
反


し
つ
つ
も
︑﹁
Á
代
中
央
ア
ジ
ア
�
硏
究
者
が
Ì
稱
と
し
て
の
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
に
さ
え
Ï
和
感
を
覺
え
る
の
は
理
解
で
き
る
﹂
と
言
い
︑
Á
代
中
央
ア
ジ
ア
�
硏
究
に
重
點
を
置
く
人
々
の
!
張
に
步
み
寄
り
も

み
せ
て
い
る(7

)
︒
そ
の
う
え
で
著
者
は
︑
閒
野
が
曖
昧
と
し
た
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
を
定
義
し
な
お
し(8

)
︑
そ
の
(
味
に
お
い
て
持
論
を
展
開
す
る

に
至
っ
て
い
る
︒
)
者
の
基
本
�
立
場
は
︑﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
語
の
硏
究
上
で
の
h
用
﹂
に
限
定
し
て
言
え
ば
︑
著
者
の
よ
う
に
定
義

を
し
た
う
え
で
h
用
す
る
こ
と
に
贊
成
で
あ
る
︒
吉
田
豐
が
︑

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
用
語
の
︑
學
問
�
な
(
味
で
の
ナ
イ
ー
ブ
さ
も
否
定
で
き
な
い
︒
⁝
⁝
(そ
う
い
う
(
味
で
は
)
こ
の
語
の
利
用
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は
Ñ
け
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
一
方
で
�
Á
代
の
內
陸
路
と
し
て
の
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
と
い
う
槪
念
の
e
效
性
を
勘
案
す
れ
ば
︑
學

問
�
に
こ
れ
を
利
用
す
る
手
だ
て
を
考
案
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い(9

)
︒

と
営
べ
て
い
る
の
も
︑
同
樣
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
著
者
や
吉
田
の
よ
う
に
︑
中
央
ア
ジ
ア
の
歷
�
や
言
語
・
�
P
を
專
門
に
取
り
�
い
︑
現

地
語
o
料
を
用
い
て
地
`
に
硏
究
を
重
ね
て
き
た
硏
究
者
な
ら
ば
︑﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
と
い
う
語
の
取
り
�
い
に
愼
重
で
あ
る
こ
と
は
言
を

俟
た
な
い
が
︑
そ
の
言
葉
が
獨
り
步
き
し
︑
他
分
野
の
硏
究
者
や
一
般
の
人
々
が
︑
曖
昧
な
ま
ま
h
用
す
る
危
險
性
は
%
(
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
そ
の
(
味
に
お
い
て
は
︑
閒
野
の
提
�
は
警
鐘
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

(2
)
の
問
題
は
今
後
も
問
い
續
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
央
ア
ジ
ア
�
の
問
題
︑
あ
る
い
は
世
界
�
に
と
っ
て
の
	
Ò
�
な
問
題
と
し
て

殘
る
だ
ろ
う(10

)
︒
)
者
自
身
も
︑
か
つ
て
中
國
で
活
動
し
た
ソ
グ
ド
人
を
硏
究
し
た
際
︑
な
ぜ
彼
ら
が
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
オ
ア
シ
ス
都
市
か
ら
外

へ
�
出
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑
中
央
ア
ジ
ア
�
に
か

ぎ
っ
て
言
え
ば
︑
古
い
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
確
實
な
�
料

(特
に
現
地
語
�
料
)
に
基
づ
く
結
論
を
<
き
出
す
の
は
難
し
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

�
後
に
著
者
に
對
す
る
%
�
を
一
つ
︒
序
違
な
い
し
I
違
に
お
い
て
︑
著
者
が
考
え
る
古
代
ウ
イ
グ
ル
國
�
の
'
體
宴

(
槪
說
)
が
欲
し

か
っ
た
︒
著
者
が
'
四
�
19
論
�
に
よ
っ
て
"
ら
か
に
し
︑
そ
し
て
見
え
て
き
た
東
ウ
イ
グ
ル
�
國
か
ら
西
ウ
イ
グ
ル
王
國
︑
甘
州
ウ
イ
グ
ル

王
國
を
經
て
モ
ン
ゴ
ル
時
代
\
の
そ
の
後
の
ウ
イ
グ
ル
を
政
治
�
・
經
濟
�
・
�
P
�
を
含
め
て
︑
ご
く
鯵
單
に
で
も
ま
と
め
て
も
ら
え
た
ら

と
思
っ
た
の
は
)
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
こ
れ
に
關
し
て
は
︑﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄
の
續
�
と
し
て
︑
別
個
に
廣
く
世

に
問
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
樂
し
み
で
あ
る
︒
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v(1
)

著
者
の
い
う
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
定
義
に
つ
い
て
は
︑
森
安
孝
夫

﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄
(
�
庫
版
︑
五
三
～
六
六
頁
)︑
同

﹁
內
陸
ア
ジ
ア
�
硏
究
の
怨
潮
液
と
世
界
�
敎
育
現
場
へ
の
提
言
﹂

(﹃
內
陸
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
二
六
︑
二
〇
一
一
︑
八
～
一
〇
頁
)
を
參

照
す
る
の
が
よ
い
︒

(2
)

15
論
�
と
16
論
�
は
二
〇
〇
三
年
に

C
o
lle
g
e
d
e
F
ra
n
c
e
で

行
っ
た
�
演
の
內
容
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
︒

(3
)

な
お
︑
第
11
論
�
を
含
む
﹃
中
央
ア
ジ
ア
出
土
�
物
論
叢
﹄
(
Ô

友
書
店
︑
二
〇
〇
四
)
に
つ
い
て
は
)
者
が
﹃
東
方
﹄
二
八
七

(東

方
書
店
︑
二
〇
〇
五
︑
二
四
～
二
七
頁
)
で
鯵
單
に
紹
介
し
て
い
る

の
で
參
照
さ
れ
た
い
︒

(4
)

怨
見
ま
ど
か
﹁

代
後
i
\
に
お
け
る
﹁
華
北
東
部
藩
鎭
聯
合

體
﹂﹂
(﹃
東
方
學
﹄
一
二
三
︑
二
〇
一
二
︑
二
〇
～
三
五
頁
)

(5
)

)
者
の
考
え
の
一
部
は
︑
一
般
向
け
で
は
あ
る
が
︑
森
部
豐
﹃
安

祿
山
︱
︱
｢安
�
の
亂
﹂
を
�
こ
し
た
ソ
グ
ド
人
﹄
(山
川
出
版
社
︑

二
〇
一
三
)
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(6
)

す
で
に
本
書
の
書
)
を
發
表
し
た
山
下
將
司
︑
橘
堂
晃
一
︑
白
須

淨
眞
の
各
氏
は
︑
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
に
は
觸
れ
て
い
な
い
︒
こ
の

﹁
再
燃
﹂
し
た
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
論
爭
﹂
に
關
し
︑
若
手
硏
究

者
が
も
っ
と
も
參
考
す
べ
き
論
)
は
︑
齊
�
n
の
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

と

�
國
﹄
の
書
)

(﹃

代
�
硏
究
﹄
一
一
︑
二
〇
〇
八
︑
八
七

～
九
四
頁
)
で
あ
る
と
)
者
は
考
え
て
い
る
︒

(7
)

森
安
孝
夫
﹁
序
�

︱
︱
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
�
觀
論
爭
の
囘
Ö
と
展

×

︱
︱
﹂
(森
安
孝
夫
�
﹃
中
央
ア
ジ
ア
出
土
�
物
論
叢
﹄︑
Ô
友

書
店
︑
二
〇
〇
四
︑
ⅰ
～
ⅶ
頁
)︒
な
お
︑
こ
こ
で
言
う
Á
代
中
央

ア
ジ
ア
�
硏
究
に
重
點
を
置
く
人
々
と
は
︑
堀
川
園
︑
堀
直
︑
宇
山

智
彥
を
指
す
︒
ま
た
森
安
孝
夫
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄
(
�

庫
版
︑
八
五
頁
)
に
お
い
て
も
︑
同
樣
の
考
え
を
提
示
し
て
い
る
︒

(8
)

森
安
孝
夫
﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と

�
國
﹄︑
�
庫
版
︑
六
六
～
七

七
頁
︒

(9
)

吉
田
豐
﹁
ソ
グ
ド
人
の
�
易
活
動
の
實
態

︱
︱
ソ
グ
ド
人
の
7

商
�
書
な
ど
を
題
材
に
︱
︱
﹂
(帶
谷
知
可
�
﹃
中
央
ア
ジ
ア
﹄︑

H
倉
書
Û
︑
二
〇
一
二
︑
三
九
四
～
三
九
五
頁
)

(10
)

著
者
は
︑
自
身
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
ttp
:
/
/
w
w
w
.le
t.o
sa
k
a
-

u
.
a
c
.
jp
/
to
y
o
si/
m
e
m
b
e
rs/
m
o
riy
a
su
/
m
o
riy
a
su
_
silk
.
h
tm
l)

で
︑
東
南
ア
ジ
ア
�
を
專
門
と
す
る
桃
木
至
朗
大
阪
大
學
大
學
院
敎

á
の
コ
メ
ン
ト
を
引
用
し
て
い
る
が
︑
示
唆
�
で
あ
る
︒

東
南
ア
ジ
ア
の
â
市
國
家
論
も
︑
か
つ
て
は
貿
易
一
本
槍
で
農
業

を
無
視
し
て
い
た
の
で
す
が
︑
現
在
で
は
︑
一
部
の
例
外
を
除
い

て
た
い
て
い
の
國
家
で
農
民
が
多
數
で
あ
る
こ
と
を
c
め
つ
つ
︑

﹁
し
か
し
農
業
が
國
家
を
生
ん
だ
と
は
言
え
ず
︑
國
家
權
力
を
必

�
と
し
た
の
は
貿
易
だ
﹂﹁
農
業
社
會
の
發
展
も
內
在
�
發
展
で

な
く
貿
易
の
刺
激
に
よ
っ
て
お
こ
っ
て
い
る
﹂
な
ど
の
論
點
を
深

め
て
い
ま
す
︒
東
南
ア
ジ
ア
の
强
み
は
大
航
海
時
代
以
影
に
︑

﹁
西
洋
人
の
目
の
�
で
貿
易
に
よ
っ
て
國
家
が
生
ま
れ
て
い
く
﹂

樣
子
が
詳
し
く
記
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
︒
結
果
と
し
て
︑
農
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業
生
態
論
の
本
場
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
で
�
易
國
家
論
が
重
視
さ

れ
續
け
て
い
る
の
は
︑
論
理
�
な
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
成
功
し
た
た

め
で
す
︒

二
〇
一
五
年
二
ª

名
古
屋

名
古
屋
大
學
出
版
會

二
三
糎

一
六+

八
四
二+

二
頁

一
六
〇
〇
〇
圓+

稅

【附
記
︼
本
稿
は
︑
Ã
成
二
八
年
度
關
西
大
學
在
外
硏
究
制
度
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
稿
は
パ
リ
で
執
筆
し
た
た
め
︑
C
o
lle
g
e
d
e
F
ra
n
c
e
や

É
c
o
le
fra
n
ç
a
ise
d
E̓
x
trê
m
e
-
O
rie
n
t
の
圖
書
館
に
=
藏
し
て
い
な
い
書
籍
や
書
誌
5
報
の
收
集
に
關
し
て
は
︑
�
學
會
︑
內
陸
ア
ジ
ア
�
學
會
︑
土

居
楓
氏

(關
西
大
學
大
學
院
生
)
の
協
力
を
得
た
︒
謝
(
を
表
し
ま
す
︒
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