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　『
史
苑
』
第
七
九
巻
第
二
号
（
二
二
四ｰ

二
四
三
頁
）
に
、
拙
著

に
対
す
る
諫
早
庸
一
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
国
内
外
の

書
評
は
あ
り
が
た
く
傾
聴
し
、
多
少
反
論
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
と
し

て
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
き
た
が
、
今
回
は
わ
た
く
し
の
研
究
者
と
し

て
の
信
用
性
に
関
し
て
看
過
で
き
な
い
一
節
が
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
掲
示
・
拡
散
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
、

敢
え
て
一
文
を
し
た
た
め
る
次
第
で
あ
る
。

「
引
用
さ
れ
る
二
次
資
料
が
驚
く
ほ
ど
少
な
い
」

　
独
創
性
が
保
証
さ
れ
る
研
究
と
し
て
い
ち
ば
ん
楽
な
の
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
誰
も
扱
っ
た
こ
と
が
な
い
課
題
を
選
択
す
る
こ
と
、
新

資
料
を
発
掘
・
紹
介
す
る
こ
と
、
既
知
の
資
料
で
あ
っ
て
も
従
来
試

み
ら
れ
て
い
な
い
方
法
・
切
り
口
に
よ
っ
て
分
析
し
て
そ
こ
か
ら
新

た
な
発
見
を
複
数
の
証
拠
と
共
に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
個
人
は
、
卒
業
論
文
か
ら
一
貫
し
て
こ
の
ス
タ
イ
ル
で

研
究
を
進
め
、
原
典
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
・
写
真
、
影
印

本
・
校
訂
本
の
入
手
と
読
解
に
ほ
と
ん
ど
の
時
間
と
資
金
を
割
い
て

き
た
。
上
冊
に
収
録
さ
れ
た
主
題
と
な
っ
て
い
る
漢
文
資
料
は
、『
農

桑
輯
要
』
を
除
き
、
い
ず
れ
も
国
内
外
の
所
蔵
機
関
の
目
録
に
書
名

は
見
え
て
い
て
も
注
目
・
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
下
冊
で
扱
っ
た
ペ
ル
シ
ア
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
独
自

性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
中
国
の
改
革
開
放
以
降
の
資
料
情
況
の
激

変
に
よ
っ
て
総
量
が
格
段
に
増
え
た
漢
籍
、
さ
ら
に
は
自
身
が
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
京
都
建
仁
寺
両
足
院
の
抄
物
調
査
等
か
ら

得
ら
れ
た
日
本
語
資
料
と
の
照
合
・
分
析
を
選
択
し
た
。
研
究
を
は

じ
め
た
二
〇
〇
六
年
当
時
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
試
み
は
皆
無
に

近
く
、
イ
ラ
ン
や
ト
ル
コ
、
欧
米
の
研
究
者
が
手
を
つ
け
て
い
な
い

分
野
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
西
南
ア
ジ
ア
史
、
イ
ス
ラ
ー
ム

研
究
者
が
中
国
に
か
か
わ
る
記
述
を
紹
介
し
て
く
れ
る
こ
と
は
皆
無

に
近
か
っ
た
の
で
、
中
国
学
で
の
利
用
に
む
け
て
資
料
の
翻
訳
・
紹

介
に
力
点
を
置
い
て
き
た
。
こ
う
し
た
意
識
の
も
と
に
研
究
に
と
り

く
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
主
題
に
関
す
る
二
次
文
献
の
引
用
が
少
な

い
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。

　
本
田
實
信
は
、
絶
筆
と
な
っ
た
「
原
典
と
実
地
」（『
岩
波
講
座
　

応
　
答

諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の

「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義

宮
　
紀
子
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「
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宮
紀
子
『
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ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
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す
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疑
義
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宮
）

世
界
歴
史
一
一
　
月
報
二
』　
一
九
九
七
年
一
一
月
）
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
学
と
し
て
の
歴
史
学
を
志
し
た
り
す
る
と
、
何
を
お
い
て
も

最
も
基
本
的
な
根
本
史
料
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

も
現
存
し
て
い
る
最
良
の
原
典
の
所
在
を
探
し
出
し
、
こ
れ
を

手
に
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
活
字
に
な
っ
て
い
る
校
訂
本

は
、
大
い
に
利
用
す
る
に
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
校
訂

者
の
読
み
が
入
っ
て
い
て
、
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
翻
訳

書
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
大
い
に
活
用
す
る
が
、
訳
文
に
頼
っ
て

自
分
の
論
理
を
組
み
立
て
た
り
す
る
と
、
思
い
が
け
な
い
落
と

し
穴
に
は
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
分
野
に
も
膨
大
な

研
究
蓄
積
が
あ
る
。「
こ
れ
は
新
見
解
の
発
見
」
と
意
気
込
ん

で
い
る
と
、
す
で
に
他
の
人
が
解
決
し
て
い
る
こ
と
が
後
で
わ

か
り
、
が
っ
か
り
し
て
し
ま
う
。
関
連
の
研
究
情
況
に
つ
い
て

は
、
ア
ン
テ
ナ
網
を
は
り
め
ぐ
ら
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
す

ぐ
れ
た
研
究
書
は
く
り
か
え
し
読
み
た
い
も
の
だ
。
し
か
し
、

ど
ん
な
に
重
要
な
研
究
書
を
何
冊
読
ん
で
も
、そ
れ
だ
け
で
は
、

所
詮
借
り
も
の
の
知
見
が
得
ら
れ
る
だ
け
で
、
本
当
の
実
力
と

は
な
ら
ぬ
。

　
歴
史
研
究
は
最
良
の
原
典
の
精
読
を
真
の
出
発
点
と
す
る
。

原
典
熟
読
が
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
。

　
用
例
や
出
典
を
調
べ
る
際
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
各
種
電
子
検
索

ソ
フ
ト
も
な
か
っ
た
ア
ナ
ロ
グ
時
代
の
研
究
者
た
ち
は
、
あ
ち
こ
ち

の
図
書
館
で
目
録
を
た
よ
り
に
書
棚
に
目
的
の
資
料
を
探
し
（
周
囲

の
棚
に
別
の
関
連
資
料
を
発
見
す
る
の
も
望
外
の
喜
び
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
）、
書
物
を
一
冊
一
冊
、
で
き
る
限
り
最
古
最
良
の
テ
キ
ス
ト

を
選
ん
で
頭
か
ら
読
み
と
お
す
と
い
う
当
た
り
前
の
作
業
を
繰
り
返

し
て
知
識
を
自
ら
の
脳
裏
に
蓄
積
し
、
デ
ー
タ
を
抽
出
し
て
は
小
ま

め
に
ノ
ー
ト
や
カ
ー
ド
に
整
理
し
て
い
た
。
索
引
を
作
る
こ
と
が
業

績
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。最
低
限
の
古
典
学
・

考
証
学
の
常
識
が
共
有
、
も
と
い
強
制
・
教
育
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

解
説
は
簡
潔
に
要
領
よ
く
、
学
界
未
知
の
資
料
以
外
は
、
原
典
・
二

次
文
献
い
ず
れ
も
最
適
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
選
ん
で
掲
載
す
る
の

が
普
通
で
あ
っ
た
。

　
先
行
論
文
の
内
容
を
逐
一
整
理
・
解
説
し
て
研
究
史
を
辿
り
、
巻

末
に
二
次
文
献
を
列
挙
し
て
頁
数
を
消
費
す
る
の
は
、
い
っ
け
ん
誠

実
な
行
為
に
み
え
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
本
論
に
何
の
新
味
も
な

い
―
―
地
道
な
原
典
解
読
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
発
見
と
興
奮
、
そ
の

う
え
で
の
自
説
の
開
陳
・
展
開
、
新
た
な
文
脈
で
読
ま
れ
た
と
き
に

従
来
と
は
別
の
輝
き
を
放
つ
関
連
資
料
、
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
見
ら

れ
な
い
「
論
考
」
と
い
う
に
は
お
こ
が
ま
し
い
文
章
な
ら
、
大
学
一

回
生
の
レ
ポ
ー
ト
と
さ
し
て
変
わ
ら
ず
、
た
だ
の
切
り
貼
り
細
工
で

あ
っ
て
、
剽
窃
・
業
績
稼
ぎ
に
等
し
い
。
二
次
文
献
を
山
の
よ
う
に

積
み
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
手
垢
の
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つ
い
た
課
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
一
八
〇
度
の
転
回
や
大
発
見

を
報
告
す
る
の
で
な
い
限
り
、
一
本
の
論
文
に
仕
立
て
る
価
値
は
な

い
。
ま
し
て
、
紀
要
や
研
究
報
告
書
を
除
い
て
、
字
数
を
制
限
さ
れ

る
の
が
常
で
あ
る
（
い
か
に
字
数
を
減
ら
し
新
知
見
を
詰
め
込
め
る

か
に
悩
む
の
が
ふ
つ
う
だ
と
思
う
が
、
し
ば
し
ば
、
い
か
に
字
数
を

満
た
す
か
に
悩
む
人
た
ち
が
い
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
）。
資
料
が
氾

濫
す
る
こ
ん
に
ち
の
歴
史
研
究
に
あ
っ
て
は
、先
学
の
読
み
の
訂
正
、

語
句
の
新
解
釈
等
は
、
根
底
を
覆
し
か
ね
な
い
重
要
事
項
を
除
き
註

記
で
済
ま
せ
、
本
論
の
充
実
・
実
証
に
こ
そ
力
を
傾
け
る
べ
き
だ
ろ

う
。
自
ら
が
見
出
し
た
資
料
を
自
ら
の
方
法
で
解
析
す
る
。
そ
れ
を

せ
ず
に
先
人
の
微
瑕
や
瑣
末
な
問
題
を
大
き
く
と
り
あ
げ
蜿
蜒
論
じ

る
〝
省
エ
ネ
・
安
全
飛
行
ス
タ
イ
ル
〟
が
横
行
し
て
き
た
か
ら
（
そ

の
割
に
、
提
出
さ
れ
た
代
案
や
結
論
は
お
粗
末
な
も
の
で
あ
る
こ
と

も
、
近
年
と
く
に
目
に
つ
く
）、「
人
文
学
」、「
古
典
学
」
の
魅
力
が

急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
最
初
に
碑
や
文
書
・
写
本
な
ど
の
新
資
料
の
文
字
起
こ
し
を
し
て

校
訂
・
公
刊
、
関
連
資
料
を
収
集
し
た
者
へ
の
敬
意
は
、
よ
ほ
ど
悲

惨
な
水
準
も
し
く
は
学
問
へ
の
姿
勢
が
疑
わ
れ
る
も
の
で
な
い
か
ぎ

り
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
現
物
の
閲
覧
が
許
さ
れ
な
い
場
合
も

多
く
、
つ
い
十
数
年
前
ま
で
肉
眼
を
越
え
る
画
像
解
析
が
可
能
な
デ

ジ
タ
ル
写
真
は
存
在
せ
ず
、
カ
ラ
ー
写
真
撮
影
は
と
ん
で
も
な
く
高

価
、
傷
だ
ら
け
の
白
黒
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
彩
色
箇
所
は
読
み

づ
ら
く
、
シ
ミ
・
繊
維
と
ヌ
ク
タ
の
判
別
も
難
し
か
っ
た
）
を
睨
ん

で
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
筆
写
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
後
か
ら
臨
む
者

は
、
岡
目
八
目
、
情
報
も
多
い
か
ら
、
誤
り
に
気
づ
き
や
す
い
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
誇
る
こ
と
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
国

内
外
の
図
書
館
で
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き

た
が
、
写
真
撮
影
の
申
請
者
（
研
究
者
）
が
い
て
こ
そ
、
の
結
果
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
の
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
や
宮
内
庁
の

ア
ー
カ
イ
ブ
公
開
は
、
申
請
以
後
一
年
程
度
の
期
間
を
お
く
が
、
フ

ラ
ン
ス
の
国
立
図
書
館
な
ど
は
、
申
請
者
に
配
布
さ
れ
る
と
同
時
あ

る
い
は
三
カ
月
以
内
に
公
開
・
配
信
す
る
の
で
、
価
値
を
見
出
し
て

撮
影
に
代
金
を
払
っ
た
者
よ
り
も
早
く
第
三
者
が
研
究
発
表
し
て
し

ま
う
―
―
〝
ヒ
ッ
タ
ク
リ
〟、〝
た
だ
乗
り
〟
の
被
害
に
遭
う
場
合
も

多
い
。

　
な
お
、
わ
た
く
し
が
南
京
大
学
に
留
学
し
て
い
た
一
九
九
七
年
～

九
九
年
の
時
点
で
は
、
中
国
に
お
い
て
碑
石
の
調
査
・
発
表
の
権

利
・
職
務
は
、
国
内
の
各
機
関
に
細
か
く
配
分
さ
れ
て
お
り
（
と
う

じ
の
経
済
・
出
版
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
作
業
が
遅
々
と
し
て
進

ま
な
か
っ
た
の
は
仕
方
が
な
い
）、
外
国
人
研
究
者
に
は
許
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
と
う
じ
の
日
本
の
〝
石
刻
熱
〟
―
―
そ
う
し
た
事
情

を
考
慮
せ
ず
随
意
に
各
地
で
写
真
を
撮
影
し
、
文
物
局
に
許
可
を
と

ら
ぬ
ま
ま
公
刊
し
て
ゆ
く
行
為
に
対
す
る
中
国
人
研
究
者
か
ら
の
不

満
・
苦
言
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
中
国
の
文
物
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法
に
明
ら
か
に
違
反
し
た
行
為
で
あ
っ
た
。「
今
日
そ
こ
に
あ
る
碑

刻
が
明
日
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
」
と
い
う
釈
明
も
見
ら

れ
る
が
（
１
）

、
純
粋
に
学
問
の
発
展
の
た
め
を
思
う
な
ら
、、
在
地
の
研

究
者
に
情
報
を
提
供
し
、
そ
の
価
値
を
伝
え
れ
ば
よ
い
。
そ
う
し
た

研
究
者
に
か
ぎ
っ
て
協
力
機
関
の
名
を
挙
げ
ず
（
将
来
な
ん
ら
か
の

社
会
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
を
慮
っ
て
の
こ
と

な
ら
、
な
お
さ
ら
己
の
執
筆
の
非
合
法
性
を
自
覚
し
て
い
る
証
拠
に

ほ
か
な
ら
な
い
）、〝
私
が
〟
と
か
〝
発
見
〟
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い

た
が
る
の
は
、ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う（「
碑
の
価
値
を
再
発
見
し
た
」

と
い
う
な
ら
と
も
か
く
、「
碑
を
発
見
し
た
」
は
、
現
地
に
暮
ら
す

人
々
は
も
と
よ
り
、
宋
代
以
降
の
地
方
志
、
清
朝
・
民
国
の
碑
目
・

記
録
に
照
ら
し
て
も
失
礼
で
、
忌
む
べ
き
言
葉
で
あ
る
）。
寺
観
や

祠
廟
等
に
は
関
係
者
以
外
立
ち
入
り
禁
止
の
区
画
が
あ
る
こ
と
が
多

く
、
観
光
に
近
い
ノ
リ
で
、
中
途
半
端
な
調
査
リ
ス
ト
な
ど
を
報
告

さ
れ
て
も
後
世
の
混
乱
を
招
く
だ
け
で
、
政
府
・
現
地
当
局
の
管
轄

の
下
、
所
蔵
機
関
自
体
に
よ
る
悉
皆
調
査
が
望
ま
し
い
。

　
わ
た
く
し
自
身
、
現
地
調
査
で
、
是
非
と
も
引
用
し
た
い
魅
力
あ

る
碑
刻
に
遭
遇
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
地
方
志
等
の
録

文
を
探
し
、
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
資
料
集
が
公
刊
さ
れ
る
の
を
待

ち
わ
び
て
き
た
。
じ
っ
さ
い
、
無
理
を
し
な
く
と
も
、
順
次
公
開
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
拓
影
・
写
真
を
掲
載
し
て
く
れ
る
の
が
望
ま
し
い
が
、

録
文
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
（
録

文
の
誤
字
・
句
読
点
の
間
違
い
等
を
こ
と
さ
ら
に
論
い
、
得
意
が
る

む
き
も
見
ら
れ
る
が
、
ふ
つ
う
に
校
勘
・
修
正
す
れ
ば
済
む
話
で
あ

る
。
ま
し
て
、
そ
れ
を
論
文
の
主
題
に
据
え
る
に
至
っ
て
は
、
品
性

が
疑
わ
れ
る
）。

　
し
た
が
っ
て
、
手
続
き
等
に
疑
念
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
論
文

に
つ
い
て
は
こ
と
さ
ら
に
言
及
を
回
避
し
、
後
発
で
あ
っ
て
も
現
地

の
論
著
・
資
料
集
を
優
先
し
た
。
同
様
に
研
究
会
等
の
場
に
お
け
る

剽
窃
行
為
、
実
情
等
を
目
睹
・
仄
聞
し
た
者
の
論
著
に
つ
い
て
は
、

そ
の
分
野
自
体
の
研
究
を
避
け
、存
在
自
体
を
「
無
視
」
す
る
か
（
他

の
論
文
に
も
現
時
点
で
判
明
し
て
い
な
く
と
も
疑
義
が
生
じ
る
危

険
性
が
あ
る
か
ら
だ
）、
も
し
く
は
こ
と
の
経
緯
を
注
記
し
て
き
た
。

挙
げ
な
い
こ
と
に
意
味
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
だ
。

　
な
お
、
書
評
で
は
、〝
取
り
上
げ
る
二
次
文
献
が
驚
く
ほ
ど
少
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
七
章
で
大
塚
修
「
史
上
初
の
世
界
史
家

カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー
『
集
史
』
編
纂
に
関
す
る
新
見
解
―
―
」（『
西
南

ア
ジ
ア
史
研
究
』
八
〇
　
二
〇
一
四
年
　
二
五ｰ

四
八
頁
）
を
取
り

上
げ
て
い
る
、
そ
の
取
り
上
げ
方
が
一
方
的
で
偏
っ
て
い
る
〟
と
の

批
判
（
二
三
七
頁
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
塚
論
文
の
紹
介
と
ガ
ザ

ン
の
時
代
の
世
界
史
編
纂
計
画
の
話
題
は
、
改
行
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
（
拙
著
九
二
〇
頁
）、
連
続
し
て
い
な
い
別
の

こ
と
が
ら
で
あ
る
。
前
段
に
こ
と
ば
を
補
う
な
ら
、
カ
ー
シ
ャ
ー

ニ
ー
は
『
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ
史
』
の
冒
頭
で
『
集
史
』
の
構
成
に
つ
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い
て
述
べ
て
い
る
が
、第
二
巻
ど
こ
ろ
か
、あ
た
か
も
第
一
巻
の
『
ガ

ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
』
ま
で
も
が
み
ず
か
ら
の
作
品
の
よ
う
に
記

し
て
お
り
（
当
該
部
分
は
相
当
に
長
文
で
あ
り
、
本
題
か
ら
外
れ
て

し
ま
う
た
め
別
の
機
会
を
俟
つ
こ
と
に
し
、
敢
え
て
掲
載
し
な
か
っ

た
）、
同
書
が
『
ガ
ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
』
に
比
べ
る
と
粗
雑
で

あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
（
２
）
。
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー
自
身
が
大
元
ウ

ル
ス
の
情
報
提
供
者
と
し
て
の
ボ
ロ
ト
／
ボ
ラ
ド
丞
相
と
親
し
く
交

際
し
て
い
た
と
い
う
記
録
、
諸
言
語
の
翻
訳
官
を
統
括
で
き
る
立
場

に
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、『
遼
史
』、『
金

史
』、『
宋
史
』
の
編
纂
等
、
大
元
ウ
ル
ス
の
情
況
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
考
え
る
と
、
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー
側
の
発
言
の
全
て
を
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
若
干
の
疑
念
を
示

し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　「
自
ら
の
議
論
に
寄
る
記
述
の
み
を
引
用
す
る
」（
二
三
七
頁
）
と

い
う
批
判
に
対
し
て
い
え
ば
、
諫
早
に
よ
る
拙
著
の
各
章
の
内
容
の

概
観
（
二
二
五ｰ

二
二
九
頁
）
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
り
、
主
題
を
捉

え
て
い
な
い
―
―
興
味
の
な
い
分
野
は
「
は
じ
め
に
」
し
か
読
ん
で

い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
第
一
三
章
の
よ
う
に
、
医
学
・

陰
陽
学
・
数
学
等
の
分
野
を
扱
っ
て
い
る
の
に
、
話
の
枕
に
過
ぎ
な

い
『
衛
生
宝
鑑
』
の
み
を
取
り
上
げ
る
な
ど
、
意
図
的
な
矮
小
化
で

は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
偏
っ
た
ま
と
め
が
散
見
さ
れ
た
。

　
ち
な
み
に
、
自
身
の
足
で
新
資
料
を
渉
猟
・
収
集
し
、
そ
の
魅
力

や
分
析
結
果
を
紹
介
し
て
く
れ
る
家
島
彦
一
、
渡
部
良
子
、
大
塚
修

等
の
独
創
的
・
先
駆
的
で
堅
実
な
仕
事
―
―
お
そ
ら
く
数
十
年
後
も

〝
原
典
〟
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
―
―

に
は
つ
ね
づ
ね
敬
意
を
抱
き
、
新
し
い
論
著
の
発
表
を
追
い
か
け
早

期
に
入
手
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。本
文
や
註
に
取
り
上
げ
る
の
も
、

そ
れ
ら
の
価
値
が
「
無
視
」
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

剽
窃
と
は
何
か

　
ま
ず
最
初
に
、
裏
の
事
情
で
は
あ
る
も
の
の
、
第
一
二
章
の
原
載

論
文
（
３
）

を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
公

刊
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
後
ま
も
な
く
、
諫
早
は
、
京
都
橘
大
学
の

小
野
浩
を
介
し
て
、
二
度
に
わ
た
り
電
子
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ

を
し
て
き
た
。
傅
野
の
字
が
孟
質
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ

た
箇
所
―
―
中
国
の
名
前
と
字
（
あ
ざ
な
）
の
シ
ス
テ
ム
が
理
解
で

き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。『
三
国
志
演
義
』
や
『
水
滸
伝
』
な

ど
、
多
少
で
も
中
国
文
学
・
中
国
史
に
触
れ
た
者
な
ら
常
識
に
属
す

る
事
柄
だ
が
、
ま
ず
自
身
で
調
べ
る
努
力
も
せ
ず
、
安
易
に
人
に

頼
っ
て
解
決
し
よ
う
、
関
連
資
料
を
提
供
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
姿

勢
は
一
個
の
研
究
者
（
東
京
大
学
の
博
士
後
期
課
程
と
も
な
れ
ば
、

研
究
者
と
看
做
す
べ
き
だ
ろ
う
）
と
し
て
ど
う
な
の
か
、
と
の
疑
念

を
も
ち
な
が
ら
回
答
し
た
（
４
）

。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
第
一
二
章
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

末
尾
に
も
附
記
と
し
て
敢
え
て
苦
言
を
呈
し
た
事
態
―
―
原
載
論
文

を
発
表
し
た
翌
二
〇
一
一
年
、
諫
早
が“W

ho is FU
M

N
JI? An 

E
xam

ination of the C
hinese Sage R

epresenting C
ross-

cultural C
ontact in M

ongol E
urasia”,

　Proceedings of 
an International C

onference for the Philosophical and 
Scientific H

eritage of N
asir al-D

in T
usi ,

　Tehrān,

　

M
īrāth-e m

aktūb
な
る
口
頭
発
表
を
行
う
―
―
が
発
生
し
た
。

自
分
で
何
か
新
た
な
資
料
を
見
つ
け
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
そ
の

よ
う
な
表
題
を
掲
げ
る
こ
と
自
体
が
問
題
だ
が
、
当
該
の
発
表
に
お

い
て
、
果
た
し
て
拙
論
・
回
答
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
明
記
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
（
５
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、諫
早
の
書
評
に
は
、拙
論
が
〝
博

士
学
位
論
文
に
役
だ
っ
た
〟
と
す
る
だ
け
で
、
何
の
コ
メ
ン
ト
も
見

ら
れ
な
い
。

　
同
じ
く
拙
著
を
「
先
行
研
究
の
無
視
が
目
に
つ
く
」
と
批
判

し
、
諫
早
の
こ
ん
か
い
の
書
評
に
多
く
の
助
言
を
し
た
と
い
う
四

日
市
康
博
（
６
）
に
し
て
も
、
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
研
究
書
を
公
刊
し
た

H
ans U

llrich V
ogel

ハ
ン
ス
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
が
、

わ
ざ
わ
ざ
脚
注
に
お
い
て“As K

uroda Akinobu pointed out 
to m

e in private conversation, the w
ork of Yokkaichi 

Yasuhi （
７
）

ro is m
uch indebted to Yajim

a H
ikoichi

家
島
彦
一, 

an em
inent Japanese scholar of O

riental H
istory”

と
の

注
意
喚
起
を
し
て
い
る
（
８
）
。

　
い
ず
れ
も
国
際
学
会
で
の
発
表
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
行
為
こ
そ
反
省
が
必
要
で
あ
り
、
指
弾
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
の
か
。

　
さ
て
、
逆
に
諫
早
は
、
拙
著
に
諸
々
の
先
行
研
究
か
ら
の
孫
引
き

の
疑
惑
を
被
せ
る
。
し
か
し
、
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
第
一
三
章
の

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
や
オ
ゴ
デ
イ
に
よ
る
投
下
領
の
分
与
は
、『
元
史
』

の
本
紀
や
「
食
貨
志
・
歳
賜
」
を
読
め
ば
だ
れ
も
が
導
き
出
す
基
本

的
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
、世
界
で
誰
が
最
初
に
引
用
し
論
じ
た
か
等
、

定
か
に
し
よ
う
が
な
い
。
そ
も
そ
も
、
人
・
モ
ノ
・
情
報
の
東
西
交

流
を
促
進
し
た
要
素
の
ひ
と
つ
に
投
下
領
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

―
―
文
集
・
碑
刻
等
の
記
録
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
―
―
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
漢
文
資
料
以
外
の
『
世
界
を
開
く
も

の
の
歴
史
』
や
『
ム
イ
ー
ン
史
選
』
な
ど
の
記
述
を
紹
介
す
る
の
が

主
眼
で
あ
り
、
本
論
で
も
註
で
も
投
下
領
そ
の
も
の
の
議
論
は
し
て

い
な
い
。
ま
し
て
原
載
論
文
の
原
稿
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
末
に
編

者
・
出
版
社
に
受
理
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
の
で
、

川
本
正
知
・
舩
田
善
之
・
高
木
小
苗
の
論
著
は
紹
介
し
よ
う
が
な
い

（
そ
も
そ
も
舩
田
論
文
は
研
究
史
の
整
理
で
あ
っ
て
、
引
用
す
べ
き

積
極
的
な
意
義
は
見
い
だ
せ
な
い
（
９
）
）。
挙
げ
ら
れ
た
な
か
で
、
唯
一

拙
論
に
先
行
す
る
松
田
孝
一
の
「
フ
ラ
グ
家
の
東
方
領
」（『
東
洋
史

研
究
』
三
九ｰ

一
　
一
九
八
〇
年
）
は
、
モ
ン
ケ
時
代
以
降
の
大
元

ウ
ル
ス
治
下
の
投
下
領
を
扱
っ
た
も
の
で
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
時
代
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と
は
直
接
関
係
し
な
い
。
論
集
の
制
限
字
数
に
依
拠
し
て
、
本
題
に

関
係
が
あ
る
文
献
を
優
先
し
、
特
筆
す
べ
き
原
典
資
料
・
新
出
資
料
・

重
要
論
文
に
絞
っ
て
註
を
施
す
の
は
普
通
の
こ
と
だ
ろ
う）
（1
（

。

　
さ
ら
に
諫
早
は
、
漢
文
資
料
を
主
に
扱
う
研
究
者
に
は
知
ら
れ
て

い
な
い
貴
重
な
記
録
で
あ
る
が
た
め
に
敢
え
て
と
り
あ
げ
た
『
ム

イ
ー
ン
史
選
』
の
記
述
に
つ
い
て
、
ト
ー
マ
ス
・
オ
ル
セ
ン
の
論

考
か
ら
の
孫
引
き
だ
ろ
う
と
邪
推
す
る
。
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、

オ
ル
セ
ン
論
文
が
収
録
さ
れ
る
と
い
う
書
籍A. K

hazanov and 
A.W

ink(eds), N
om

ads in the Sedentary W
orld , London, 

2001

は
、
入
手
・
目
睹
し
て
い
な
か
っ
た
が
（
わ
た
く
し
が
所
属

す
る
京
都
大
学
に
は
蔵
さ
れ
て
い
な
い
）、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
前
半
期

の
基
本
資
料
は
、
明
の
正
統
年
間
ま
で
射
程
に
い
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
文
法
を
習
い
始
め
た
当
初
よ
り
収
集
に
つ
と
め

て
き
た
。
重
要
な
校
訂
本
は
ひ
と
と
お
り
揃
え
て
お
り
、
購
入
時
に

必
ず
、
ま
ず
は
目
次
・
索
引
か
ら
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
一
族
の
記
述
を

中
心
に
気
に
な
る
項
目
は
片
端
か
ら
目
を
通
し
、
重
要
な
箇
所
に
付

箋
を
立
て
る
な
り
色
鉛
筆
か
蛍
光
ペ
ン
で
線
を
引
き
、
当
該
ペ
ー
ジ

や
翻
訳
を
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
フ
ァ
イ
ル
に
項
目

ご
と
に
入
力
す
る
。
重
要
な
書
籍
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
み
食
い
せ
ず
、

で
き
る
だ
け
通
読
す
る
（『
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
フ
史
』
は
、
難
解
す
ぎ
て

Ā
yatī

ア
ー
ヤ
テ
ィ
ー
の
要
約
本
も
参
照
し
て
い
る
が
）。
論
文
を

書
け
ば
、
関
連
資
料
に
漏
れ
が
な
い
か
再
度
検
索
す
る
。
研
究
者
で

あ
れ
ば
、そ
れ
は
最
低
限
の
ご
く
普
通
の
作
業
だ
ろ
う
（
ち
な
み
に
、

個
人
的
な
感
覚
か
ら
す
る
と
、
こ
の
書
は
漢
籍
で
い
え
ば
『
南
村
輟

耕
録
』
と
同
等
の
価
値
が
あ
る
）。
投
下
領
に
関
す
る
『
ム
イ
ー
ン

史
選
』
の
一
節
は
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
ペ
ル
シ
ア
語
資
料
に
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
情
報
だ
が
、『
元
史
』「
武
宗
本
紀
」
を
は
じ
め
と
す

る
記
述
（
拙
著
八
九
七
頁
註
19ｰ

21
。
よ
り
多
く
の
一
次
資
料
の
情

報
を
提
供
す
る
た
め
、
可
能
な
限
り
同
じ
箇
所
の
引
用
は
し
な
い
こ

と
を
心
掛
け
て
い
る
）
と
合
致
・
連
動
す
る
こ
と
か
ら
、
テ
ィ
ム
ー

ル
朝
の
記
述
で
あ
っ
て
も
、じ
ゅ
う
ぶ
ん
信
が
置
け
る
と
判
断
し
た
。

唯
一
責
め
ら
れ
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
載
論
文
の
執
筆
時
に
使

用
し
て
い
たP

arvīn Istikhrī

パ
ル
ヴ
ィ
ー
ン
・
イ
ス
テ
ィ
フ
リ
ー

の
校
訂
本
を
、
そ
れ
ま
で
さ
ん
ざ
ん
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
拙
著
収
録
時
に
、
よ
り
よ
い
校
訂
本
と
聞
い
て
求
め
た

Jean Aubin

ジ
ャ
ン
・
オ
バ
ン
の
そ
れ
に
差
し
替
え
て
し
ま
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
か）
（（
（

。

　
い
っ
ぽ
う
諫
早
は
、『
ム
イ
ー
ン
史
選
』
は
、〝
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の

公
式
史
観
を
反
映
し
た
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
王
朝
年
代
記
の

な
か
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
傍
流
に
属
す
る
〟
と
記
し
な
が
ら
、

〝
こ
の
部
分
の
記
述
は
、
極
め
て
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
文
脈
に
あ
る
記

述
で
あ
る
〟
と
断
定
す
る
こ
と
（
二
三
六
頁
）
に
、
何
の
矛
盾
も
感

じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
拙
著
に
お
い
て
、『
ム
イ
ー
ン
史
選
』
は
八
六
九
頁
で
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

も
参
照
、
ヤ
ズ
デ
ィ
ー
の
『
勝
利
の
書
』
―
―
こ
れ
も
も
と
は
校

訂
本
の
索
引
か
ら
検
索
・
確
認
し
た
情
報
で
あ
る
―
―
も
六
七
頁
、

六
九
八
頁
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
。
ハ
ー
フ
ィ
ズ
・
ア
ブ
ル
ー
の

諸
写
本
も
ふ
つ
う
に
利
用
し
て
い
る
。『
ム
イ
ー
ン
史
選
』
の
投
下

領
の
記
事
を
引
用
し
た
研
究
を
総
ざ
ら
い
し
て
最
初
の
も
の
を
掲
示

せ
よ
、
と
い
わ
れ
て
も
不
可
能
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
『
元
史
』
の

食
貨
志
「
歳
賜
」
の
記
録
と
同
じ
く
ら
い
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、

『
南
村
輟
耕
録
』
く
ら
い
に
は
利
用
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
評

者
の
視
界
に
は
、
欧
米
（
英
語
圏
を
主
と
す
る
）
を
筆
頭
に
、
イ
ラ

ン
、
日
本
の
業
績
、
い
く
つ
か
の
特
定
大
学
の
最
新
の
博
士
学
位
論

文
、
国
際
学
会
発
表
の
レ
ジ
ュ
メ
等
し
か
目
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う

だ
が
、
ト
ル
コ
や
ロ
シ
ア
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
な
ど
の
既
存
の
論

考
も
公
平
に
対
象
と
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業

だ
け
で
膨
大
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
に
果
た
し
て
い
か
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の

よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
諫
早
・
四
日
市
の
両
者

は
、
東
西
交
渉
史
の
専
門
家
を
名
乗
り
な
が
ら
も
、
じ
つ
は
中
国
学

の
研
究
書
・
論
文
―
―
ふ
つ
う
は
徹
底
し
た
原
典
主
義
を
と
る
。
二

次
資
料
に
言
及
す
る
場
合
は
、
よ
ほ
ど
重
要
な
根
本
的
論
文
か
、
意

図
的
に
槍
玉
に
挙
げ
る
た
め
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
―
―
を
ま
と
も
に

眺
め
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
研
究
の
起
点
・
着
眼
は
、

原
典
の
通
読
か
ら
で
は
な
く
、
二
次
文
献
や
学
会
等
の
交
流
の
場
よ

り
入
手
し
て
お
り
、
そ
れ
が
習
慣
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
し
た
姿
勢
で
、
欧
米
中
心
の
も
の
の
観
方
や
華
夷
思
想
か
ら
脱
却

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
じ
っ
さ
い
に
二
次
文
献
に
敬
意
を
払
う
は
ず
の
諫
早
の
先
行

論
文
の
選
択
が
公
平
・
適
切
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
一
例

と
し
て
、
同
じ
『
史
苑
』
七
九
‐
二
号
掲
載
の
諫
早
論
文
「
天
文
学

か
ら
見
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
一
三
世
紀
―
一
四
世
紀
―
―
文
化
の
軸
と

し
て
の
ナ
ス
ィ
ー
ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト
ゥ
ー
ス
ィ
ー
（
一
二
〇
一

―
一
二
七
四
）」（
一
一
〇
頁
註
59
）
と
拙
著
に
共
通
す
る
語
彙
の
註

を
比
較
し
て
み
よ
う
。singsing

先
生
＝
道
士
の
資
料
と
し
て
、
諫

早
は
二
〇
一
一
年
刊
行
の
高
橋
文
治
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
道
教
文
書
の

研
究
』
一
点
の
み
を
掲
げ
、
し
か
も
ほ
か
の
箇
所
と
異
な
っ
て
頁
数

を
記
さ
な
い
。
そ
の
基
準
は
何
だ
ろ
う
。
同
書
は
先
生
＝
道
士
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
何
の
根
拠
・
説
明
も
附
し
て
い
な
い
し
、
最
古
の

研
究
で
も
最
新
の
論
文
で
も
な
い）
（1
（

。
い
っ
ぽ
う
、
拙
著
（
六
〇
七
頁

註
57
）
で
は
中
村
淳
・
松
川
節
「
新
発
現
の
蒙
漢
合
璧
少
林
寺
聖
旨

碑
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
八
　
一
九
九
三
年
）
を
あ
げ
、

そ
の
補
強
と
し
て
、ほ
か
に
原
典
資
料
か
ら
『
続
増
華
夷
訳
語
』、『
大

元
至
元
弁
偽
録
』、『
集
史
』
第
二
部
「
中
国
史
」（
ペ
ル
シ
ア
語
版
・

ア
ラ
ビ
ア
語
版
）、『
百
万
の
書
』
を
選
び
、
訳
文
も
示
す
。
蒙
漢
合

璧
碑
に
つ
い
て
の
研
究
は
国
内
外
で
相
当
量
あ
る
が
、
ウ
イ
グ
ル
文

字
モ
ン
ゴ
ル
語
と
漢
語
直
訳
体
の
命
令
文
と
し
て
こ
れ
が
現
存
最
初
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
一
号
）

期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
永
ら
く
土
中
に
埋
も
れ
て
い
た
た
め
新
出

資
料
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
、
し
か
る
べ
き
手
続
き
を
と
っ
て
発
表
さ

れ
、
現
時
点
で
も
最
高
水
準
の
研
究
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
敢
え

て
こ
れ
を
先
行
研
究
の
代
表
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
果
た
し
て
ど
ち

ら
が
読
者
に
対
し
て
親
切
だ
ろ
う
か
。
諫
早
の
こ
こ
で
の
先
行
文
献

の
選
択
は
、
極
め
て
恣
意
的
と
い
え
ま
い
か）
（1
（

。

　
さ
ら
に
、
諫
早
の
非
難
を
同
じ
論
法
で
返
す
な
ら
ば
、
諫
早
が
こ

の
『
史
苑
』
の
論
文
で
引
用
す
る
大
都
の
占
星
術
師
た
ち
に
つ
い
て

の
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
記
事
（
一
〇
二
頁
）、『
集
史
』
第
一
部
「
ガ

ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
」
の
「
フ
レ
グ
・
カ
ン
紀
」【
フ
レ
グ
・
カ

ン
が
バ
グ
ダ
ー
ド
征
服
の
た
め
軍
の
整
治
・
装
備
に
着
手
し
た
こ
と
、

そ
の
周
囲
を
征
圧
し
た
こ
と
の
記
】（
一
〇
二
頁
）、『
析
津
志
輯
佚
』

「
歳
紀
」
の
大
元
ウ
ル
ス
朝
廷
が
『
授
時
暦
』、
国
字
（
＝
パ
ク
パ
字
）

暦
、
ウ
イ
グ
ル
字
暦
、
回
回
暦
を
編
纂
さ
せ
て
い
た
記
事
（
一
〇
四

頁
）、
す
べ
て
拙
著
で
紹
介
し
て
い
る）
（1
（

に
も
か
か
わ
ら
ず
言
及
し
な
い

―
―『
析
津
志
輯
佚
』は
使
用
し
慣
れ
て
い
な
い
の
か『
折
津
志
輯
佚
』

に
誤
り
、
拙
著
で
原
文
の
み
を
載
せ
て
い
た
た
め
か
解
釈
も
間
違
え

て
い
る
―
―
の
は
妥
当
な
の
か
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
に
諫
早
が

著
し
た
論
文
を
調
べ
て
み
る
と
、『
世
界
を
開
く
も
の
の
歴
史
』、『
集

史
』
第
一
部
「
ガ
ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
」、『
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
フ
史）
（1
（

』

な
ど
の
基
本
書
を
引
用
・
翻
訳
す
る
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
、
と

い
う
よ
り
皆
無
に
近
い）
（1
（

。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
自
ら
が
知
り
得
た
〝
最
新
の
書
籍
も
し
く
は
博

士
学
位
論
文
〟
を
選
択
の
基
準
に
す
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の
か
。

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
最
新
の
仕
事
＝
最
高
水
準
で
は
な
い
。

博
士
学
位
論
文
は
、
最
近
で
こ
そ
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
の
公
開
が
進
ん
で
い
る
が
、
世
間
を
騒
が
せ
た
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
細
胞
論

文
の
筆
頭
著
者
の
博
士
学
位
論
文
問
題
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、

人
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
な
い
場
合
も
多
く
、
出
版
助
成

金
を
受
け
た
も
の
に
比
し
て
、
厳
正
に
審
査
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
近
年
、
日
本
の
若
手
研
究
者
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
、
論

文
の
初
出
の
年
月
を
記
さ
ず
、
そ
れ
ら
を
収
録
す
る
研
究
書
の
年
月

に
依
拠
す
る
た
め
に
、
原
載
論
文
を
引
用
す
る
別
人
の
論
著
の
ほ
う

が
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
事
態
が
起
き
て

い
る
こ
と
も
附
言
し
て
お
き
た
い）
（1
（

。

　
拙
著
に
関
連
す
る
こ
と
で
い
え
ば
、
第
一
章
・
第
二
章
・
附
論
一
・

二
で
言
及
し
た
『
博
聞
録
』
が
『
事
林
広
記
』
の
前
身
で
あ
る
こ
と）
（1
（

に
つ
い
て
、
ご
く
さ
い
き
ん
入
手
し
た
呉
小
紅
「《
至
正
条
格
・
隠

蔵
蔵
玄
象
図
籤
》
禁
治
図
籍
考
弁
」（『
元
史
及
民
族
与
辺
疆
研
究
集

刊
』
三
四
　
二
〇
一
七
年
十
二
月
　
七
三
頁
）
が
〝
宮
紀
子
の
推
論

の
過
程
は
疏
略
の
嫌
い
が
あ
る
か
ら
、
王
珂
「《
事
林
広
記
》
源
流

考
」（
程
章
燦
編
『
古
典
文
献
研
究
』
一
五
　
二
〇
一
二
年
）
を
参

照
せ
よ
〟
と
註
記
し
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｃ
Ｎ
Ｋ

Ｉ
中
国
知
網
で
王
珂
が
上
海
師
範
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

（
二
〇
一
〇
年
四
月
）
を
確
認
す
る
と
、『
農
桑
輯
要
』、
胡
三
省
註

の
『
資
治
通
鑑
』、『
歳
時
広
記
』、
愛
知
県
穂
久
邇
文
庫
の
『
五
行

大
義
』、度
会
家
行
『
類
聚
神
祇
本
源
』、『
篆
礼
文
体
』、『
塵
袋
』、『
太

子
伝
玉
林
抄
』、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
の
『
三
体
詩
』、

『
景
泰
建
陽
県
志
続
集
』、『
西
遊
記
』
等
、
す
べ
て
、
わ
た
く
し
の

以
前
の
著
作
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』（
名
古
屋
大
学
出
版

会
　
二
〇
〇
六
年）
（1
（

）、『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
生
ん
だ
世
界
図
』（
日
本

経
済
新
聞
出
版
社
　
二
〇
〇
七
年
）、「
新
発
現
的
両
種《
事
林
広
記
》」

等
で
取
り
上
げ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
拙
論
が
紹
介

し
た
『
上
官
拝
命
玉
暦
大
全
』
の
序
の
録
文
に
関
し
て
の
迂
闊
な
言

及
か
ら
す
る
と
、
附
論
一
の
原
載
論
文
も
ま
ず
確
実
に
目
睹
し
て
い

る
。「『
事
林
広
記
』
の
前
身
に
つ
い
て
厳
密
な
論
証
を
な
し
て
い
な

い
、
甚
だ
粗
略
で
説
得
力
に
欠
け
、
あ
て
ず
っ
ぽ
う
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
」
と
い
う
拙
論
へ
の
批
判
が
、論
文
の
ウ
リ
に
な
っ
て
い
た
が
、

ほ
と
ん
ど
剽
窃
で
、
全
体
に
亙
っ
て
何
の
新
説
も
付
け
加
え
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
最
近
ま
で
中
国
の
博
士
論
文
は
国
外
に
は

非
公
開
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
な
り
悪
質
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、
諫
早
式
の
註
が
主
流
と
な
る
な
ら
、
こ
ん
ご
は
国
内
外
い
ず

れ
に
於
い
て
も
王
珂
の
論
著
が
典
拠
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ

う
で
、
か
り
に
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』
の
中
国
語
訳
が
刊

行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
発
行
年
に
依
拠
し
て
、
拙
著
が
王
珂
の
論
著

を
「
無
視
」
し
て
い
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

葦
の
髄
か
ら
天
井
の
ぞ
く

　
さ
て
、
諫
早
の
書
評
は
、
拙
著
に
限
ら
ず
常
に
「
イ
ル
・
カ
ン
天

文
表
」
と
そ
の
周
辺
の
知
見
の
み
を
以
て
な
さ
れ
る）
11
（

。
そ
の
手
法
は

諺
そ
の
ま
ま
に
、
非
常
に
危
う
い
。

　
た
と
え
ば
、『
事
林
広
記
』
の
性
格
に
つ
い
て
、『
モ
ン
ゴ
ル
時
代

の
出
版
文
化
』
や
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
生
ん
だ
世
界
図
』
等
に
お
い

て
、
そ
の
内
容
か
ら
〝
民
間
〟
と
い
う
こ
と
ば
で
括
る
こ
と
が
い
か

に
不
適
当
か
、モ
ン
ゴ
ル
官
僚
と
の
交
際
な
ど
も
あ
る
地
方
の
官
吏
、

科
挙
を
目
指
す
階
層
を
対
象
と
し
た
百
科
全
書
で
あ
る
こ
と
、
朝
鮮

半
島
・
日
本
に
お
い
て
は
王
侯
・
貴
族
・
外
交
を
担
う
僧
侶
た
ち
に

珍
重
さ
れ
た
こ
と
を
、
蜿
蜒
証
拠
を
あ
げ
て
解
説
し
て
き
た
が
、
諫

早
は
自
分
が
唯
一
目
を
通
し
た
「
暦
候
類
」
が
最
新
の
デ
ー
タ
で
は

な
い
と
い
う
そ
の
一
点
の
み
で
、
あ
っ
さ
り
〝
民
間
〟
の
産
物
と
い

う
通
説
に
差
し
戻
す
の
で
あ
る
（
二
三
一
頁
）。
最
新
で
あ
る
こ
と

が
と
く
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
官
職
名
・
位
階
表
・
給
料
表
・
行

政
区
画
表
・
モ
ン
ゴ
ル
官
僚
と
の
交
際
に
必
要
な
礼
儀
作
法
・
パ
ク

パ
字
漢
字
対
照
表
・
モ
ン
ゴ
ル
語
単
語
帳
等
職
務
に
か
か
わ
る
事
柄

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
天
文
類
」、「
暦
候
類
」、「
算
法
類
」
が
最
新
・

最
高
水
準
の
デ
ー
タ
で
は
な
い
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
（
和
刻
本
・

対
馬
宗
家
旧
蔵
本
、
園
城
寺
蔵
本
等
、
南
宋
末
期
の
姿
も
色
濃
く
留

め
る
早
期
の
『
事
林
広
記
』
に
稀
少
な
蘇
頌
『
新
儀
象
法
要
』
が
収
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録
さ
れ
て
い
た
こ
と
自
体
、
読
者
対
象
が
〝
民
間
〟
な
ど
で
は
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
）。
天
文
に
関
わ
る
高
度
な
数
学
は
秘
匿
の
対

象
で
あ
り
、技
術
官
僚
の
家
の
専
売
特
許
で
、一
般
官
僚
・
書
吏
に
は
、

行
政
・
事
務
処
理
で
困
ら
な
い
『
九
章
算
術
』
程
度
の
知
識
し
か
求

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
む
し
ろ
、
水
利
事
業
等
と
並

行
し
て
、
朱
世
傑
等
が
四
元
術
等
、
南
宋
時
代
よ
り
は
る
か
に
進
ん

だ
数
学
教
育
を
行
い
、
そ
の
教
科
書
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ゆ
く
政
策
、
時
代
の
流
れ
こ
そ
重
要
だ
ろ
う
）。
全
体
の
傾
向
の
な

か
で
、
異
質
な
部
分
こ
そ
、
注
目
し
て
そ
の
背
景
を
考
察
し
て
み
る

べ
き
な
の
に
、
そ
の
作
業
は
し
よ
う
と
し
な
い
。

　
し
か
も
、大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る
「
社
学
」
制
度
に
よ
っ
て
、

識
字
率
は
上
昇
し
て
い
っ
た
が
、
刊
本
を
手
に
で
き
る
人
た
ち
は
ほ

ん
の
一
握
り
で
、
ふ
つ
う
は
手
写
し
て
い
た
（
線
装
本
の
発
行
部
数

を
桁
違
い
に
押
し
上
げ
た
の
は
、
清
朝
末
期
の
石
印
技
術
の
導
入
以

降
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
留
学
当
時
の
南
京
大
学
で
も
、
複
写
一
枚

の
単
価
は
そ
れ
な
り
に
高
価
で
屋
台
で
買
う
朝
食
の
二
日
分
に
相
当

し
た
。
貴
重
な
書
籍
や
論
文
は
、
教
授
が
強
烈
な
方
言
で
読
み
上
げ

る
の
を
、
学
生
が
各
自
ノ
ー
ト
に
書
き
取
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
テ
キ
ス
ト
の
異
同
が
生
じ
る
の
か
、
と
腑
に
落
ち
た
も
の
で
あ

る
）。
こ
う
し
た
時
代
情
況
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
司
天
台
の
学
問
の
秘
匿
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
代
の
「
科
学
技

術
の
東
西
交
流
」
の
研
究
を
標
榜
す
る
者
な
ら
最
低
限
読
ま
ね
ば
な

ら
な
い
、
必
読
文
献
の
筆
頭
『
秘
書
監
志
』
に
き
ち
ん
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。『
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
』
が
参
照
し
た
中
国
暦
が
「
宣
明

暦
」、「（
重
修
）
大
明
暦
」、「
符
天
暦
」
の
い
ず
れ
か
し
か
あ
り
え

な
い
こ
と
は
、
こ
の
『
秘
書
監
志
』
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る）
1（
（

。

わ
ざ
わ
ざ
ベ
ン
ノ
・
フ
ァ
ン
・
ダ
ー
レ
ン
（B. Van D

alen

）
の

論
文
を
引
用
す
る
必
要
（
二
三
五
頁
）
は
な
い
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
宣

明
暦
」
に
触
れ
て
い
る
の
か
、
た
ち
ど
ま
っ
て
考
え
、
自
分
で
調
べ

て
み
る
べ
き
だ
っ
た
。
こ
の
一
節
か
ら
は
、
諫
早
が
『
秘
書
監
志
』

の
天
文
関
係
の
記
事
さ
え
目
を
通
し
て
い
な
い
こ
と
が
露
呈
す
る
。

じ
っ
さ
い
『
史
苑
』
掲
載
の
諫
早
論
文
を
み
る
と
、
た
し
か
に
『
秘

書
監
志
』
の
記
事
の
引
用
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
山
田
慶
児
の
『
授
時
暦

へ
の
道
』
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
（
山
田
慶
児
の
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳

体
・
吏
牘
体
の
文
献
の
解
釈
は
非
常
に
問
題
が
多
い
が
、
工
具
書
や

合
璧
文
書
の
知
見
も
あ
ま
り
充
実
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
下
で
、
専

門
外
で
あ
っ
て
も
、
同
僚
で
あ
っ
た
田
中
謙
二
等
に
頼
る
こ
と
も
な

く
、
と
も
か
く
自
力
で
読
む
努
力
を
し
た
。
し
か
し
、
現
在
そ
の
解

釈
に
依
拠
・
盲
従
す
る
必
要
は
な
い）
11
（

）。
そ
し
て
、
孫
引
き
の
欠
点
・

限
界
が
ま
さ
に
こ
こ
に
明
確
に
見
え
て
い
る
。
二
次
文
献
に
頼
る
と

二
次
文
献
の
文
脈
で
し
か
も
の
ご
と
を
見
ら
れ
ず
、
二
次
文
献
が
言

及
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
知
ら
な
い
ま
ま
に
な
る
の
だ
。

　
自
ら
の
知
見
に
固
執
し
、
と
う
じ
の
社
会
状
況
、
あ
る
い
は
高
麗

や
日
本
か
ら
の
外
交
使
節
や
留
学
僧
が
こ
の
書
を
探
し
求
め
大
枚
を
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

叩
い
て
購
入
し
た
の
は
な
ぜ
か
を
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
、〝
特
定
の

書
物
が
広
く
流
布
し
た
こ
と
は
、
そ
の
書
が
最
新
の
知
見
を
盛
り
込

ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
必
要
条
件
と
は
し
な
い
〟
云
々
等
と
し

て
、
ク
ー
シ
ュ
ヤ
ー
ル
の
『
占
星
術
入
門
の
書
』
に
関
す
る
事
例
を

開
陳
さ
れ
て
も
（
二
三
一ｰ

二
三
二
頁
）、困
惑
し
て
し
ま
う
。
な
お
、

『
珍
貴
の
書
』
に
華
北
の
脈
訣
書
で
は
な
く
『
晞
范
脈
訣
』
が
選
ば

れ
た
理
由
は
、
拙
著
（
一
〇
一
七
―
一
〇
一
八
頁
）
で
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
挿
絵
の
多
さ
、
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
の
江
南
投
下
領
で

あ
る
湖
北
の
宝
慶
路
が
、
出
版
の
さ
か
ん
な
江
西
の
臨
江
路
・
吉
安

路
な
ど
に
近
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
議
論
の
噛
み
合
わ
な
さ
は
、
と
き
に
意
図
的
に
行
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

　
諫
早
は
、
華
北
の
数
学
の
飛
躍
と
「
イ
ス
ラ
ー
ム
科
学
」
の
流
入

に
つ
い
て
、
数
学
的
考
察
・
検
証
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
も
と
も

と
第
一
三
章
は
、
和
算
を
あ
つ
か
う
理
学
部
数
学
科
の
研
究
者
た
ち

の
求
め
に
応
じ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
、「
暦
数
の
会
」
な
る
研
究

会
に
お
い
て
、
歴
史
文
献
か
ら
問
題
提
起
を
し
た
経
緯
を
も
つ
。
当

時
、
こ
の
会
に
参
加
・
傍
聴
し
て
い
た
諫
早
も
重
々
承
知
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
発
言
・
要
求
が
な
さ
れ
る
の

は
、
さ
い
き
ん
、
諫
早
が
須
賀
隆
と
と
も
に
、「『
イ
ル
・
ハ
ン
天

文
便
覧
』
に
見
え
る
中
国
暦
・
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
換
算
表
の
再
構
―
―
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
期
東
西
天
文
学
交
流
の
再
考
―
―
」（
相
馬
充
・
谷
川

清
隆
『
第
五
回
「
歴
史
的
記
録
と
現
代
科
学
」
研
究
会
集
録
』
国
立

天
文
台
　
二
〇
一
九
年
）
と
い
う
論
文
を
も
の
し
た
か
ら
こ
そ
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
数
学
の
検
証
自
体
は
あ
く
ま
で
須
賀
が
為
し
た

も
の
で
あ
る）
11
（

。
単
独
のTarīkh-i Q

itā in the Zīj-i Īlkhānī―
The C

hinese calendar in Persian―
, SC

IAM
VS ,14,2013

に
遡
っ
て
確
認
し
て
み
る
と
、じ
っ
さ
い
に
は
、フ
ァ
ン
・
ダ
ー
レ
ン
、

ケ
ネ
デ
ィ（E. S. K

ennedy

）、薮
内
清
、今
井
湊『
天
官
書
』（
油
印
）

等
の
仕
事
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
、
暦
の
専
門
家
を
自
認
す
る
諫
早

本
人
に
は
、
そ
の
検
証
能
力
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る）
11
（

。
こ
こ
に
共

著
に
し
ば
し
ば
生
じ
る
帰
属
の
問
題）
11
（

が
ほ
の
見
え
る
（
じ
じ
つ
、『
史

苑
』
掲
載
論
文
で
も
、
数
学
的
検
証
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
も
は
や

フ
ァ
ン
・
ダ
ー
レ
ン
以
下
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
ず
、
諫
早
二
〇
一
三

し
か
引
用
し
な
い
し
、
二
〇
一
六
年
の
遠
藤
光
暁
と
の
共
著
論
文）
11
（

で

も
、『
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
』
の
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
の
漢
語
を
最

初
に
解
読
し
た
今
井
と
ケ
ネ
デ
ィ
の
論
文
は
参
考
文
献
か
ら
消
え
、

諫
早
二
〇
一
三
、
諫
早
が
二
〇
一
五
年
に
東
京
大
学
に
提
出
し
た
博

士
学
位
論
文
の
み
が
挙
げ
ら
れ
る
）。

　
こ
の
共
著
論
文
に
お
い
て
諫
早
が
独
自
に
提
出
し
た
唯
一
の
主
張

ら
し
き
も
の
は
、
須
賀
の
計
算
を
踏
ま
え
て
の
〝
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る

「
東
西
の
暦
の
統
一
」
へ
の
志
向
と
い
っ
た
大
き
な
議
論
／
見
栄
え

の
よ
い
議
論
〟
へ
の
疑
問
・
否
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、拙
著
の
〝
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
の
命
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
東
西
の
暦
の
統
一
の
た
め
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に
（
五
八
二
頁）
11
（

）〟、
と
〝
モ
ン
ケ
の
大
構
想
（
五
八
一
頁
、
五
八
五

頁
）〟
を
指
し
た
も
の
だ
が
、『
秘
書
監
志
』
の
記
述
を
も
と
に
、
暦

の
編
纂
と
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
事
業
―
―
『
大
元
本
草
』、「
天

下
地
理
総
図
」
の
編
纂
が
、
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
と
連
動
し
た
も
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
薬
物
の
東
西
の
呼
称
を
併
記
す
る
図
鑑
、
東
西
の
地
図
の

〝
混
一
〟（
合
体
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
暦
自
体
も
、
前
述
の
『
析

津
志
輯
佚
』
等
か
ら
『
授
時
暦
』、『
回
回
暦
／
万
年
暦
』
を
併
用
し

て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う
〝
統
一
〟
が
、

〝
東
西
の
英
知
の
集
積
と
統
合
（
一
〇
一
九
頁
）〟
を
意
味
し
、
度
量

衡
や
金
銀
比
価
の
対
照
表
の
作
成
と
同
様
の
過
程
を
た
ど
っ
た
こ
と

は
、
通
読
す
れ
ば
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　『
広
辞
苑
』
で
は
、〝
統
一
〟
は
〝
多
く
の
も
の
を
一
つ
に
ま
と
め

上
げ
る
こ
と
。
統
べ
合
わ
て
支
配
す
る
こ
と
〟
で
あ
り
、
統
合
は

〝
二
つ
以
上
の
も
の
を
一
つ
に
統
べ
合
わ
せ
る
こ
と
〟
だ
が
、〝
統

括
〟
と
い
う
こ
と
ば
を
選
ん
だ
ほ
う
が
よ
り
適
切
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

　
な
お
、
諫
早
は
『
授
時
暦
』
を
『
元
史
』
の
「
暦
志
」
に
の
こ
る

姿
―
―
『
暦
議
』
三
巻
（
一
二
八
三
年
）
と
、『
暦
経
』
三
巻
（
一
二
八
〇

年
）
の
み
で
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、郭
守
敬
の
著
述
に
限
っ
て
も
、

『
立
成
』
二
巻
、『
推
歩
』
七
巻
、
星
占
い
に
つ
い
て
記
し
た
『
転
神

選
択
』
二
巻
と
『
転
神
注
式
』
一
三
巻
、『
時
候
箋
注
』
二
巻
、『
修

改
源
流
』
一
巻
、『
儀
象
方
式
』
二
巻
、
各
地
の
観
測
結
果
に
基
づ

い
た
『
二
至
晷
景
考
』
二
〇
巻
、『
五
星
細
行
考
』
五
〇
巻
、『
古

今
交
食
考
』
一
巻
、『
新
測
二
十
八
舍
雑
座
諸
星
入
宿
去
極
』
一
巻
、

『
新
測
無
名
諸
星
』
一
巻
、『
月
離
考
』
一
巻
等
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

司
天
台
に
は
、
郭
守
敬
の
同
僚
・
配
下
た
ち
の
数
多
の
著
作
、
各
種

草
稿
、
観
測
機
器
等
の
設
計
図
、
計
算
ノ
ー
ト
、
毎
年
毎
月
の
観
測

日
誌
、
モ
ン
ゴ
ル
の
広
大
な
版
図
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
送
ら
れ
て
く
る
観

測
結
果
・
情
報
な
ど
膨
大
な
資
料
も
保
管
さ
れ
て
い
た
。
モ
ン
ゴ
ル

帝
国
の
重
要
な
収
入
源
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
暦
日
銭
の
暦
日
―
―
具

注
暦
も
ま
た
、『
授
時
暦
』
に
含
ま
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、『
回
回
暦

／
万
年
暦
』、『
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
』
に
つ
い
て
も
い
え
、
マ
ラ
ー

ガ
の
司
天
台
に
は
、
膨
大
な
資
料
が
年
々
蓄
積
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、zīj 

が
大
元
ウ
ル
ス
に
お
い
て
〝
諸
家
暦
〟

と
訳
さ
れ
た
よ
う
に
、zīj-i Īlkhānī

も
通
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て

き
た
『
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
』
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
『
イ
ル
・
カ

ン
暦
』
と
訳
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
の
こ
っ
て
い

る
現
在
の
資
料
の
数
学
的
検
証
で
は
、
東
西
の
司
天
台
の
交
流
が
無

か
っ
た
と
は
、
断
言
で
き
な
い
。
外
堀
を
埋
め
て
ゆ
く
し
か
方
法
が

な
い
の
で
あ
る
。

　
共
著
は
、
い
ず
れ
か
が
寄
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
互

い
に
〝
余
人
を
以
て
替
え
難
し
〟
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
―
―
単
な
る

通
訳
で
は
務
ま
ら
な
い
、
相
手
の
分
野
の
知
識
も
そ
れ
な
り
に
有
す

る
―
―
自
立
し
た
研
究
者
ど
う
し
が
、
絶
妙
な
均
衡
の
う
え
に
、
そ
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

れ
ぞ
れ
の
知
見
を
披
瀝
し
高
め
合
う
も
の
だ
ろ
う）
11
（

。
諫
早
の
業
績
の

か
な
り
の
部
分
は
、
共
著
が
占
め
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ

ひ
と
つ
検
証
し
た
場
合
、
果
た
し
て
ど
う
な
る
か
。
た
と
え
ば
『
イ

ル
・
カ
ン
天
文
表
』
の
研
究
書
と
し
て
、
近
い
将
来
、
こ
れ
ら
の
論

文
を
一
冊
に
纏
め
る
と
し
た
ら
、
背
表
紙
に
諫
早
の
か
つ
て
の
共
著

者
た
ち
の
名
は
留
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
巨
人
の
肩
の
上
に
の
る
矯
人
」

　
諫
早
は
書
評
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
最
後
に
わ
ざ
わ
ざ
ラ
テ
ン

語
の
格
言
「
巨
人
の
肩
の
上
に
の
る
矯
人
」
を
ひ
っ
ぱ
り
だ
し
て
き

て
自
戒
と
称
す
る
も
の
の
、
わ
た
く
し
は
ぎ
ゃ
く
に
そ
こ
に
「
研
究

の
総
括
者
・
支
配
者
」
と
し
て
の
宣
言
を
読
み
と
り
、
同
時
に
干

支
の
逸
話
―
―
牛
の
背
に
乗
っ
た
鼠
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。

　
と
き
に
は
研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
二
次
文
献

の
知
見
を
よ
り
合
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
新
展
開
を
求
め
る
研
究
ス
タ
イ

ル
も
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
は
数
多
の
地
道
な
研
究

を
踏
み
台
に
し
た
う
え
の
知
見
、〝
焼
き
直
し
〟
で
あ
る
こ
と
、
自

身
の
読
解
・
発
見
の
分
量
・
実
寸
を
つ
ね
に
意
識
し
、
謙
虚
で
あ
る

べ
き
だ
ろ
う
。

　
研
究
者
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
巨
人
と
は
り
あ
っ
て
、
か
れ
が
見

た
風
景
よ
り
も
遠
く
を
見
た
い
と
は
思
わ
な
い
（
そ
も
そ
も
巨
人
と

同
等
の
視
力
を
も
つ
こ
と
が
前
提
だ
ろ
う
）。
巨
人
の
目
に
留
ま
ら

な
か
っ
た
も
の
を
、
低
く
て
も
別
の
視
角
か
ら
見
た
い
だ
け
だ
。

【
追
記
】
秘
書
監
の
蔵
書
（
拙
著
六
一
四
頁
）
の
う
ち
、M

ajisţī

の
訳
語
『
造
司
天
儀
式
』
は
、「
司
天
（
＝
観
測
・
占
星
）
に
い

た
る
た
め
の
法
式
制
度
」
を
意
味
し
、Hay’atī

の
『
窮
暦
法
段
数
』

す
な
わ
ち
「
暦
法
を
き
わ
め
る
た
め
の
章
段
節
目
」
と
対
に
な
っ

て
い
る
。
内
容
を
正
確
に
把
握
、
吟
味
し
た
う
え
で
呈
示
さ
れ
た

訳
語
で
あ
り
、
諫
早
が
書
評
二
三
三
頁
で
ス
ィ
ヴ
ィ
ン
を
受
け
売

り
し
て
い
う
「
天
文
機
器
に
関
わ
る
記
述
」
で
は
な
い
（
直
前
の

『
諸
般
算
法
（
の
）
段
目
并
（
び
に
）
儀
式
』
を
見
れ
ば
、
い
か

に
訓
読
す
べ
き
か
判
る
）。
こ
の
事
実
は
、
漢
語
詞
典
を
引
か
ず

に
英
語
の
研
究
を
鵜
呑
み
に
す
る
諌
早
の
立
論
の
脆
弱
さ
、
大
元

ウ
ル
ス
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
た
ち
の
翻
訳
能
力
に
対
す
る
侮
り
を
示

す
。
な
お
、
オ
ル
セ
ン
が
利
用
す
る
漢
籍
は
、『
元
史
』、
数
点
の

元
人
文
集
と
筆
記
等
、
初
歩
的
水
準
に
と
ど
ま
り
、
多
く
は
二
十

世
紀
半
ば
の
蒙
元
史
・
中
国
科
学
技
術
史
の
英
語
の
論
著
・
翻
訳

か
ら
孫
引
き
し
た
も
の
で
あ
る
。
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
一
号
）

註（1
）
井
黒
忍
『
分
水
と
支
配
―
―
金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
華
北
の
水
利
と

農
業
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
二
〇
一
三
年
　
一
七
頁
）。

（
2
）
宮
紀
子
「『
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ
史
』
が
語
る
ア
ジ
キ
大
王
の
系
譜
―

―
外
交
使
節
の
往
来
と
歴
史
書
の
編
纂
（
１
）
―
―
」（『
東
方
学
報
』

九
四
　
二
〇
一
九
年
一
二
月
刊
行
予
定
）。

（
3
）宮
紀
子「
東
か
ら
西
へ
の
旅
人
：
常
徳
―
―
劉
郁『
西
使
記
』よ
り
」（
窪

田
順
平
編
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
中
央
域
の
歴
史
構
図
』
総
合
地
球
環
境
学

研
究
所
　
二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（
4
）
最
新
のYoichi Isahaya,”Sino-Iranica in Pax M
ongolica; 

The E
lusive Participation of Syriac-R

ite C
hristians in 

the Ilkhanid Translation Project,
栄
新
江
・
党
宝
海
『
馬
可
・

波
羅
与
10-

14
世
紀
的
絲
綢
之
路
』（
北
京
大
学
出
版
社
　
二
〇
一
九

年
六
月
　
三
四
一
―
三
六
二
頁
）
を
み
る
限
り
、
現
在
で
も
こ
の
姿

勢
に
変
わ
り
は
な
い
よ
う
だ
。
や
は
り
自
身
で
見
出
し
た
資
料
は
存

在
せ
ず
、
拙
著
一
〇
二
〇
頁
註
3
、
一
〇
二
五
頁
註
72
を
起
点
に
、

楊
巧
の
資
料
提
供
（
一
九
四
一
年
の
韓
儒
林
「
愛
薛
之
再
探
討
」
に

依
拠
）・
邱
軼
皓
の
翻
訳
協
力
を
得
て
一
本
の
論
文
に
仕
立
て
た
も
の

で
あ
る
。『
牧
庵
集
』
巻
二
「
考
崇
福
使
阿
實
克
岱
（
＝
阿
思
帯
）
追

封
秦
国
忠
翊
公
制
」
の
阿
實
克
岱
を
、
ボ
ロ
ト
丞
相
と
と
も
に
フ
レ

グ
・
ウ
ル
ス
に
赴
い
た
イ
ー
サ
ー
・
ケ
レ
メ
チ
の
息
子
と
看
做
し
、『
珍

貴
の
書
』
の
翻
訳
官
と
考
え
る
の
が
眼
目
だ
が
、『
牧
庵
集
』
当
該

箇
所
の
直
前
の
「
秦
国
忠
翊
公
之
弟
巴
克
実
巴
追
封
古
哩
郡
恭
懿
公

制
」、「
蒙
克
特
穆
爾
祖
公
伊
蘇
（
＝
也
速
／
也
先
）
追
封
秦
国
康
恵

公
制
」、「
祖
妣
克
哷
（
＝
怯
烈
）
氏[

和
斯
納
蘇
／
呼
實
尼
沙]

贈

秦
国
夫
人
制
」
と
清
朝
の
改
字
法
を
考
え
れ
ば
、
祖
父
［
イ
ェ
ス
／

イ
ェ
ス
ン
］、
祖
母
ケ
レ
イ
ト
氏
ク
シ
ュ
・
ニ
シ
ャ
［
ン
］（
ネ
ス
ト

リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
）、父
ア
ス
タ
イ
、叔
父
［
ベ
シ
ュ
／
バ
シ
ュ

／
バ
ク
シ
］［
ベ
ク
／
ベ
イ
］、
尚
書
左
丞
メ
ン
グ
・
テ
ム
ル
と
い
う

系
譜
で
、
秦
国
忠
献
公
、
拂
林
王
を
追
封
さ
れ
た
イ
ー
サ
ー
、
サ
ラ
ー

ル
族
出
身
の
正
夫
人
が
構
成
し
た
一
家
と
は
関
係
が
な
い
。
崇
福
使

の
定
員
は
４
名
あ
り
、
そ
も
そ
も
、
拙
著
七
二
〇
頁
に
紹
介
す
る
よ

う
に
、
ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
『
ガ
ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
』

に
お
い
て
イ
ー
サ
ー
を
罵
倒
し
て
お
り
、
そ
の
息
子
を
自
身
の
事
業

に
起
用
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

（
5
）
後
述
の
須
賀
・
諫
早
論
文
と
異
な
り
、Researchm

ap

に
Ｐ
Ｄ

Ｆ
版
が
掲
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
内
容
は
未
確
認
で
あ
る
。

（
6
）
四
日
市
康
博
「
内
陸
ア
ジ
ア
」（『
史
学
雑
誌
　
回
顧
と
展
望
　

二
〇
一
八
年
の
歴
史
学
界
』
二
〇
一
九
年
五
月
　
二
六
七
頁
）。

（
7
）Y

asuhiro Y
okkaichi,H

orses in the E
ast-W

est 
trade betw

een C
hina and Iran under M

ongol R
ule, 

B
ert G

.Fragner, R
alph K

auz, R
oderich Ptak,A

ngela 
Schottenham

m
er(eds),Pferde in Asien:G

eschichte, H
andel 

und K
ultur ,W

ien, 2009,  pp.87-97.

（
8
）H

ans U
llrich V

ogel, M
arco Polo W

as in C
hina: N

ew
 

E
vidence from

 C
urrencies, Salts and R

evenues(M
onies, 

M
arkets, and Finance in E

ast A
sia,1600-1900) , N

ov/

　

2012,pp.170-171.
（
9
）
年
月
の
経
過
と
と
も
に
、
各
論
著
は
、
奥
付
の
年
月
日
に
よ
っ
て

前
後
関
係
が
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
奥
付

と
実
際
の
公
刊
日
は
対
応
し
て
い
な
い
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
半
年
、

一
年
遅
れ
で
発
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
も
あ
る
（
受
理
日
・
校
正
期
間

を
書
く
習
慣
の
定
着
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
）。
論
集
で
あ
れ
ば
受
理
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

さ
れ
て
も
共
著
者
が
締
切
り
を
守
ら
な
い
、
資
金
等
の
問
題
で
刊
行

が
大
幅
に
遅
延
す
る
、
な
ど
の
事
情
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
学
会

会
員
で
な
け
れ
ば
入
手
の
遅
れ
る
雑
誌
も
あ
る
し
、
図
書
館
に
開
架

さ
れ
る
ま
で
一
定
期
間
を
要
す
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
刊
行
と

同
時
に
配
信
さ
れ
る
雑
誌
も
ま
だ
多
く
な
い
。
以
上
の
点
に
は
留
意

が
必
要
だ
ろ
う
。

（
10
）
た
と
え
ば
、
松
田
孝
一
「
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
国
づ
く
り
」（
白
石

典
之
編
『
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
と
そ
の
時
代
』
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
五

年
　
一ｰ

二
八
頁
）
は
、
本
書
第
一
章
（
原
載
論
文
は
二
〇
〇
八
年
六

月
刊
行
）
で
紹
介
し
た
対
馬
宗
家
旧
蔵
の
『
事
林
広
記
』
を
扱
い
つ

つ
も
、
拙
論
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
既
知
の
『
事
林
広
記
』
諸
版

本
に
も
収
録
さ
れ
る
「
皇
元
朝
儀
之
図
」
の
解
説
が
主
題
だ
か
ら
で

あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
川
本
慎
自
「
室
町
文
化
と
宗
教
」（
高
橋
典
幸

／
五
味
文
彦
編
『
中
世
史
講
義
』
ち
く
ま
新
書
　
一
五
八ｰ

一
六
一

頁
）
が
中
世
の
禅
僧
の
算
木
計
算
に
よ
る
数
学
講
義
に
つ
い
て
述
べ

る
際
、
写
真
を
掲
げ
て
紹
介
・
論
ず
る
桃
源
瑞
仙
の
『
易
抄
』
は
、

自
身
が
発
見
し
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
つ
と
に
拙
著
第
一

章
を
は
じ
め
、「
全
真
教
か
ら
み
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
交
流
―
―

和
算
の
来
た
道
―
―
」（
東
西
学
術
研
究
所
、
経
済
・
政
治
研
究
所
、

法
学
研
究
所
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
が
結
ぶ
東
西
世
界
」　

二
〇
〇
八
年
九
月
　
の
ち
橋
寺
知
子
・
森
部
豊
・
新
谷
英
治
編
『
ア

ジ
ア
が
結
ぶ
東
西
世
界
』
関
西
大
学
出
版
部
　
二
〇
一
一
年
三
月
に

収
録
）
で
紹
介
し
、
の
ち
に
「
和
算
の
源
流
を
も
と
め
て
―
―
『
モ

ン
ゴ
ル
時
代
』
の
贈
り
物
」『
科
学
』
八
七
‐
一
〇
「
特
集
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
：
交
流
を
復
元
す
る
」 

岩
波
書
店
　
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
で
紹

介
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
①
同
氏
の
「
禅
僧
の
数
学
知
識
と
経
済

活
動
」
中
島
圭
一
編
『
十
四
世
紀
の
歴
史
学
―
―
新
た
な
時
代
へ
の

起
点
』
高
志
書
院
　
二
〇
一
六
年
　
五
九
‐
八
二
頁.

）
に
「
全
真

教
か
ら
み
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
交
流
―
―
和
算
の
来
た
道
―
―
」

の
参
照
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
②
主
題
の
根
幹
資
料
と
し
て
使
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
行
為
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

（
11
）
宮
紀
子
「
モ
ン
ゴ
ル
王
族
と
漢
児(

キ
タ
イ)

の
技
術
主
義
集
団
」

（
小
南
一
郎
編
『
学
問
の
か
た
ち
―
―
も
う
一
つ
の
中
国
思
想
史
』
汲

古
書
院
　
二
〇
一
四
年
八
月 

二
一
八
頁
）、『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」

の
東
西
』
六
六
八
頁
。

（
12
）
原
載
論
文
で
は
な
く
、
そ
れ
を
収
録
し
た
〝
最
新
〟
書
か
ら
の
引

用
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
分
厚
い
研
究
書
に
も
か
か
わ
ら
ず

当
該
の
頁
数
を
記
さ
な
い
の
は
不
親
切
で
あ
る
。
こ
の
研
究
書
の
語

彙
索
引
は
、
一
頁
ず
つ
ず
れ
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
、
あ
ま
り
役

に
立
た
な
い
。Yoichi Isahaya, H

istory and Provenance of 
the “Chinese” Calendar in the Zīj-i Īlkhānī,Tarikh-e E

lm
, 

N
o.8,2009,pp.27-28.

を
見
て
、
よ
う
や
く
高
橋
文
治
「
モ
ン
ゴ

ル
時
代
全
真
教
文
書
の
研
究
（
二
）」（『
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部

紀
要
』
三
二
号
　
一
九
九
七
年
　
二
〇
頁
　
の
ち
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代

道
教
文
書
の
研
究
』
汲
古
書
院
　
二
〇
一
一
年
　
一
三
二
‐
一
三
五

頁
）
を
参
照
し
た
も
の
だ
と
判
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
高
橋
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
一
二
三
八
年
の
「
鳳
翔
長
春
観
公

拠
碑
」
の
拓
影
を
挙
げ
て
〝
先
生
〟
が
道
士
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

も
簡
単
な
註
を
施
す
蔡
美
彪
『
元
代
白
話
碑
集
録
』（
科
学
出
版
社

　
一
九
五
五
年
　
五
‐
六
頁
）
を
挙
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
史

苑
』
収
録
の
諫
早
論
文
を
み
る
と
、山
田
慶
児
『
授
時
暦
へ
の
道
』（
み

す
ず
書
房
　
一
九
八
〇
年
）
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
判
明

す
る
が
、
同
書
四
七
頁
にF

U
 M
N
 JI

が
道
士
で
あ
る
こ
と
自
体
は
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
一
号
）

す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
諫
早
二
〇
〇
九
の
独
自
性
を
突
き

詰
め
る
と
「
こ
ん
ご
の
学
界
で
は
、
漢
児(

キ
タ
イ)

・
ウ
イ
グ
ル

暦
を
漢
児(

キ
タ
イ)

暦
と
呼
ぼ
う
」
と
い
う
提
言
し
か
残
ら
な
い
。

（
13
）
ち
な
み
に
、
諫
早
が
引
用
す
る
高
橋
文
治
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
道
教

文
書
の
研
究
』
に
、
二
次
文
献
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
。

ま
た
同
書
は
加
筆
に
あ
た
っ
て
、
拙
著
第
五
章
す
な
わ
ち
宮
紀
子

「『
龍
虎
山
志
』
か
ら
み
た
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文
の
世
界
―
―
正
一
教
教

団
研
究
序
説
―
―
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
三
‐
二  

二
〇
〇
四
年
九
月
）

と
ほ
ぼ
同
じ
作
業
を
行
い
、
さ
ら
に
拙
著
の
第
一
一
章
な
ど
を
踏
ま

え
た
修
正
も
見
ら
れ
る
。

（
14
）『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の「
知
」の
東
西
』六
四
一
頁
、七
一
〇ｰ

七
一
一
頁
、

六
二
六ｰ

六
二
七
頁
。

（
15
）『
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
フ
史
』
第
一
巻
～
第
三
巻
が
一
三
〇
三
年
に
ガ
ザ

ン
に
献
呈
さ
れ
、
そ
の
ご
一
三
一
二
年
に
第
四
巻
（
自
筆
本
が
現

存
）、
一
三
二
八
年
に
第
五
巻
が
成
っ
た
こ
と
は
、
諫
早
が
註
14
に

引
用
す
る
文
献
よ
り
は
る
か
前
、
本
田
實
信
「
ワ
ッ
サ
ー
フ
」（『
ア

ジ
ア
歴
史
事
典
』
九
　
一
九
六
二
年
　
四
〇
六
頁
）
に
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
同
様
の
発
言
は
お
そ
ら
く
さ
ら
に
遡
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
第
一
巻
の
序
文
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
六
九
九
年
八
月

（
一
三
〇
〇
年
）
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
拙
著
第
一
七
章
で
の
検

証
な
ど
か
ら
す
る
と
、『
ガ
ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
』
の
成
立
と
密

接
な
関
係
が
予
測
さ
れ
、『
ガ
ザ
ン
の
吉
祥
な
る
歴
史
』
諸
写
本
が

ま
さ
に
大
き
く
２
系
統
に
分
か
れ
る
よ
う
に
、
最
初
の
三
巻
も
オ
ル

ジ
ェ
イ
ト
ゥ
へ
の
献
呈
時
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。
漢
籍
で
も
、
た
と
え
ば
『
程
氏
家
塾
読
書
分
年
日
程
』
が
延

祐
二
年
（
一
三
一
五
）
に
序
文
を
附
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
ち
も
、
内

容
を
補
充
さ
れ
つ
づ
け
（
至
治
三
年
／
一
三
二
三
刊
の
『
大
元
通
制
』

等
が
追
加
さ
れ
る
）、現
在
は
初
版
で
は
な
く
元
統
三
年
（
一
三
三
五
）

本
の
系
統
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
実
例
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

（
16
）『
史
苑
』
掲
載
論
文
で
引
用
・
翻
訳
さ
れ
る
『
集
史
』
第
二
部
「
中

国
史
」
の
序
文
は
、History and Provenance of the “Chinese” 

Calendar in the Zīj-i Īlkhānī,p.26.

に
よ
る
と
、M

oham
m

ad 
Bagheri

の
助
力
を
得
た
と
い
う
。

（
17
）
こ
う
し
た
傾
向
へ
の
対
抗
・
自
衛
措
置
と
し
て
は
、
森
安
孝
夫
が

『
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
　

二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
提
示
し
た
方
式
―
―
原
載
論
文
と
そ
れ
以

降
の
以
降
の
修
正
・
考
察
を
明
確
・
厳
密
に
分
け
る
―
―
が
有
効
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ひ
じ
ょ
う
に
読
み
に
く
い
。

（
18
）
そ
れ
ぞ
れ
初
出
は
、「
対
馬
宗
家
旧
蔵
の
元
刊
本
『
事
林
広
記
』
に

つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
七
‐
一
　
二
〇
〇
八
年
六
月
）、「
叡

山
文
庫
所
蔵
の
『
事
林
広
記
』
写
本
に
つ
い
て
」（『
史
林
』
九
一
‐

三
　
二
〇
〇
八
年
五
月
）、「
陳
元
靚
『
博
聞
録
』
に
つ
い
て
」（『
汲

古
』
五
六
　
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）、喬
暁
飛
訳
「
新
発
現
的
両
種
《
事

林
広
記
》」（『
版
本
目
録
学
研
究
』
1
　
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）

（
19
）
原
載
論
文
は
、「『
混
一
疆
理
歴
代
国
都
之
図
』
へ
の
道
―
―
14
世

紀
四
明
地
方
の
『
知
』
の
行
方
―
―
」（
藤
井
譲
治
・
杉
山
正
明
・
金

田
章
裕
編
『
絵
図
・
地
図
か
ら
み
た
世
界
像
』
京
都
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
21
世
紀C

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多

元
的
人
文
学
の
拠
点
形
成
」「
15
・
16
・
17
世
紀
成
立
の
絵
図
・
地
図

と
世
界
観
」　
二
〇
〇
四
年
三
月
）。

（
20
）
諫
早
庸
一
「
書
評
　
志
茂
碩
敏
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
研
究
　
正
篇
』」

（『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
九
　
二
〇
一
四
年
　
三
月
　
一
三
五ｰ

一
四
五
頁
）。
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諫
早
庸
一
「
書
評
　
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
「
知
」
の
東
西
』」
に
対
す
る
疑
義
（
宮
）

（
21
）
大
元
ウ
ル
ス
か
ら
大
明
に
か
け
て
の
暦
や
数
学
に
関
し
て
は
、
別

に
一
書
を
準
備
中
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
宮
紀
子
「
ア
フ
ロ
・

ユ
ー
ラ
シ
ア
を
め
ぐ
る
人
・
物
・
知
」（
中
西
竜
也
・
増
田
知
之
編
『
よ

く
わ
か
る
中
国
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
二
〇
年
三
月
）
参
照
。

（
22
）
後
掲
の
須
賀
・
諫
早
論
文
を
見
る
と
、『
元
史
』
も
山
田
慶
児
・

A
llsen

の
研
究
の
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
諫
早

は
〝
フ
ビ
ラ
イ
の
潜
邸
時
代
〟
と
い
う
訳
文
か
ら
〝
ク
ビ
ラ
イ
が
「
皇

太
子
」
で
あ
っ
た
時
分
〟
な
ど
と
い
う
史
実
と
異
な
る
解
釈
を
し
て

い
る
。

（
23
）
当
該
論
文
の
『
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
』
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
中
国
暦

の
換
算
表
の
検
証
の
う
ち
、『
授
時
暦
』
と
の
比
較
計
算
は
あ
ま
り
意

味
が
な
い
。『
集
史
』
第
二
部
「
中
国
史
」
や
『
珍
貴
の
書
』
の
序
文

か
ら
す
れ
ば
、『
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
』
の
中
国
暦
は
、
傅
野
が
伝

え
解
説
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暦
の
成
立
年
か
ら
し
て
も
、『
授

時
暦
』
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。

（
24
）
暦
の
専
門
家
を
自
認
す
る
な
ら
、
ト
ゥ
ー
ス
ィ
ー
や
司
天
台
の
記

事
の
博
捜
は
も
と
よ
り
、
球
面
三
角
法
等
の
高
等
数
学
の
習
得
、
前

後
の
暦
、
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
や
近
隣
の
諸
国
に
お
い
て
な
さ
れ
た
注

釈
書
な
ど
の
収
集
・
比
較
分
析
に
向
か
う
の
が
普
通
だ
ろ
う
。

（
25
）
研
究
班
・
読
書
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
翻
訳
等
の
共
同
成
果
を
、

班
長
や
幹
事
が
監
修
等
の
名
目
を
以
て
書
物
と
し
て
発
表
し
て
し
ま

う
事
例
は
多
々
見
ら
れ
、「
知
」
の
搾
取
・
収
奪
と
も
揶
揄
さ
れ
て
い

る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
成
果
は
団
体
名
で
発
表
す
る
の
が
筋
だ

ろ
う
）。

（
26
）E
N

D
O

 M
itsuaki

＆ISAH
AYA Yoichi,Yuan Phonology 

as R
eflected in Persian Transcription in the Zīj-i Īlkhānī,

（『
経
済
研
究
』
八
号
　
二
〇
一
六
年
　
一ｰ

三
八
頁
）.

（
27
）『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
生
ん
だ
世
界
図
』
八
二
頁
。

（
28
）
共
著
だ
か
ら
こ
そ
の
利
点
を
発
揮
し
て
い
る
優
れ
た
業
績
と
し

て
は
、
前
掲
の
松
川
節
・
中
村
淳
「
新
発
現
の
蒙
漢
合
璧
少
林
寺

聖
旨
碑
」、
本
田
實
信
・
小
山
皓
一
郎
「
オ
グ
ズ
・
カ
ガ
ン
説
話

１
」（『
北
方
文
化
研
究
』
七 

一
九ｰ

六
三
頁
）、G

.H
errm

ann &
 

G
.D

oerfer,  E
in persisch-m

ongolischer E
rlaß aus dem

 
Jahr725/1325, Zeitscrift der D

eutschen M
orgenländischen 

G
esells -chaft  B

and125-2,1975,pp.317-346,G
.H

errm
ann&

 
G

.D
oerfer,E

in persisch-m
ongolischer E

rlass des 
Ğ

alāyeriden Šeyh O
veys,C

A
J , vol.19,N

o.1-2,1975,pp.1- 
88, ‘Im

ād al-D
īn al-H

ukam
āī

＆
渡
部
良
子
＆
松
井
太
「
ジ
ャ

ラ
イ
ル
朝
シ
ャ
イ
フ
＝
ウ
ワ
イ
ス
発
行
モ
ン
ゴ
ル
語
・
ペ
ル
シ
ア
語

合
璧
命
令
文
書
断
簡
２
点
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
三
二
　

二
〇
一
七
年
　
四
九
‐
一
四
九
頁
）、
川
口
琢
司
・
長
峰
博
之
「
一
五

世
紀
ジ
ョ
チ
朝
と
モ
ス
ク
ワ
の
相
互
認
識
―
―
ロ
シ
ア
語
訳
テ
ュ
ル

ク
語
文
書
を
中
心
に
」（
小
澤
実
・
長
縄
宣
博
編
『
北
西
ユ
ー
ラ
シ
ア

の
歴
史
空
間
―
―
前
近
代
ロ
シ
ア
と
周
辺
世
界
』（
北
海
道
大
学
出
版

会
　
二
〇
一
六
年
三
月
　
一
九
五ｰ

二
三
一
頁
）
な
ど
を
挙
げ
う
る
。

（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
文
化
構
成
研
究
部
門
・
助
教
）
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