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本
特
集
は
、「
偽
史
（
・
偽
書
・
偽
文
書
）」「
オ
カ
ル
ト
」「
歴
史

実
践
」
と
い
う
一
見
関
係
な
さ
そ
う
に
見
え
る
分
野
の
近
著
を
六
人

の
評
者
が
論
評
し
、
そ
の
底
流
に
見
え
る
近
年
の
歴
史
意
識
と
「
歴

史
を
か
く
」（
松
沢
裕
作
）
と
い
う
行
為
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る

試
み
で
あ
る
（
１
）

。

　
筆
者
が
日
本
学
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
企
画
し
た
「
近

代
日
本
の
偽
史
言
説
」
が
開
催
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
の
段
階
で
は
、

偽
史
や
オ
カ
ル
ト
と
言
っ
た
も
の
は
ま
だ
、
筆
者
を
含
む
一
部
好
事

家
の
趣
味
的
対
象
で
は
あ
っ
て
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
対
象
と
し
て

も
一
般
メ
デ
ィ
ア
で
扱
う
内
容
と
し
て
も
、
十
分
に
認
知
さ
れ
た
も

の
と
は
言
え
な
か
っ
た
（
２
）
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
基
づ
く
『
近
代
日
本

の
偽
史
言
説
』
が
刊
行
さ
れ
た
二
〇
一
七
年
が
刊
行
さ
れ
た
時
点
で

も
、
事
情
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
３
）

。
例
え
ば

史
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
権
化
の
よ
う
に
揶
揄
さ
れ
が
ち
な
『
史
学
雑

誌
』
の
回
顧
と
展
望
を
検
索
に
か
け
た
と
こ
ろ
で
、
偽
史
や
オ
カ
ル

ト
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の
記
述
が
ヒ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
限
っ
た
と
し
て
も
、
原
田
実
・
長
山
靖
生
・

藤
原
明
ら
に
よ
る
偽
史
の
概
観
（
４
）
、
斎
藤
光
政
に
よ
る
『
東
日
流
外
三

郡
誌
』
を
め
ぐ
る
騒
動
の
ル
ポ
（
５
）

、
一
柳
廣
孝
ら
に
よ
る
近
現
代
オ
カ

ル
ト
事
象
の
分
析
（
６
）

、
ア
カ
デ
ミ
ア
と
一
般
と
の
間
の
歴
史
意
識
の
乖

離
を
デ
ー
タ
で
示
し
た
、
佐
藤
卓
己
ら
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
論
的
受
容

研
究
（
７
）

、
と
い
っ
た
今
回
の
特
集
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
先
駆
的
著

作
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
今
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
と
い
う

レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
視
線
と
思
考
を
伴
っ
て
初
め
て
付
置
で
き

る
状
況
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ

れ
別
々
の
文
脈
で
世
に
問
わ
れ
た
孤
立
的
な
成
果
で
あ
っ
た
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
が
あ
る
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
が
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
に
は
共
有
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
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か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
も
含
め
て
、『
ム
ー
』
の
よ
う
な
キ
ワ
モ
ノ

も
し
く
は
分
析
し
た
と
し
て
も
時
代
の
諸
相
が
見
え
な
い
ト
リ
ヴ
ィ

ア
ル
な
事
例
と
し
て
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
い
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
当
時

の
状
況
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
』
が
刊
行
さ
れ
た
二
〇
一
七
年
は
、
世

界
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト

ラ
ン
プ
が
同
年
一
月
二
〇
日
に
第
四
五
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領

に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
言
い
た
い
の
は
、
彼
の
在
任

中
の
政
策
の
功
罪
や
国
際
政
治
体
制
に
与
え
た
影
響
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。「
ア
メ
リ
カ
を
再
び
偉
大
に
す
る
」
と
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
と
と
も
に
自
国
中
心
主
義
を
全
面
に
出
す
彼
が
、
ス
ー
パ
ー
パ

ワ
ー
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ト
ッ
プ
に
就
い
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
し
てTw

itter

や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
と
い
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
全
世
界
の

政
治
家
の
誰
よ
り
も
「
巧
み
に
」
使
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
表

に
出
て
こ
な
か
っ
た
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
歴
史
言
説
」
が
い
と
も

容
易
く
活
性
化
し
た
よ
う
に
思
え
る
点
で
あ
る
。
詳
細
な
経
過
と
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
メ
デ
ィ
ア
論
の
専
門
家
が
分
析
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
戦
争
責
任
な
ど
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す

る
、も
し
く
は
軽
減
す
る
「
右
派
言
説
」
に
基
づ
く
「
歴
史
修
正
主
義
」

と
一
括
さ
れ
る
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
活
性
化
し
た
し
、
陰
謀

論
・
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
・
カ
ウ
ン
タ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
ま
た
「
普

通
の
人
」
の
生
活
の
一
部
に
「
市
民
権
」
を
得
た
か
の
よ
う
に
な
っ

た
（
８
）
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
突
然
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
を
国

民
統
合
や
合
意
形
成
の
道
具
と
し
て
利
用
す
る
政
治
体
や
共
同
体
に

注
目
す
れ
ば
、
長
年
に
わ
た
っ
て
世
界
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
応
分

に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
、
大
手
を
振
っ

て
ネ
ッ
ト
や
メ
デ
ィ
ア
を
歩
き
回
る
よ
う
に
な
り
、
瞬
く
間
に
明
示

的
な
賛
同
者
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
遠
い
過
去
の

話
で
は
な
い
。も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
反
発
す
る
か
た
ち
で
、「
知
的
退
行
」

や
「
反
知
性
主
義
」
と
叫
ぶ
知
的
エ
リ
ー
ト
ら
に
よ
る
「
リ
ベ
ラ
ル

言
説
」
や
「
左
派
言
説
」
も
活
性
化
し
た
。
し
か
し
彼
ら
が
散
々
馬

鹿
に
し
抑
え
込
ん
で
き
た
と
思
い
込
ん
で
い
た
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

な
歴
史
言
説
」
が
こ
う
も
た
や
す
く
世
界
を
徘
徊
す
る
様
は
、
脅
威

で
あ
り
驚
異
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
功
罪
は
こ
こ
で
は
述
べ
な
い

と
し
て
、
あ
る
意
味
リ
ベ
ラ
ル
エ
リ
ー
ト
ら
が
「
啓
蒙
的
に
」
構
築

し
普
及
さ
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
き
た
「
正
統
」
言
説
に
対
す
る

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
言
説
の
対
抗
と
相
互
の
角
逐
に
よ
る
「
言
説
空

間
」
の
活
性
化
は
、
一
つ
の
歴
史
事
象
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
今
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
歴
史
学
的
な
観
点
か
ら
言
う
と
、
こ
う
し
た
流
れ
の
転
換
点
に
あ

る
の
は
、
歴
史
記
述
に
対
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
へ
の
関
心
が
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
読
書
論
や
受
容
史
研
究
で
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
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に
対
す
る
関
心
は
随
分
前
か
ら
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
も

で
き
よ
う
が
、
従
来
の
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
歴
史
記
述

に
せ
よ
文
学
に
せ
よ
、
無
意
識
の
う
ち
に
「
正
統
」
と
さ
れ
て
い
る

も
の
を
選
択
的
に
取
り
上
げ
て
そ
の
読
者
を
論
じ
て
い
た
、
と
言
え

ば
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
な
史
学
史
・
文
学
史
・
思
想
史
な

ど
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
「
例
外
」「
二
流
」「
キ
ワ
モ
ノ
」
は
さ
し
あ

た
り
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ま
と
も
な
学
問
の
対
象
に

す
る
べ
き
で
は
な
い
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
も
の
を
扱
っ
た
と

し
て
も
学
界
で
評
価
さ
れ
る
研
究
に
は
な
る
ま
い
、
と
言
う
空
気
が

な
か
っ
た
と
言
え
ば
嘘
に
な
ろ
う
（
９
）

。
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本

の
学
界
で
も
、
評
価
と
議
論
の
対
象
と
な
る
テ
ー
マ
は
選
択
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
実
践
や
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ス
ト
と
い
う

言
葉
が
学
界
で
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
か

ら
見
た
「
歴
史
を
か
く
」
と
い
う
行
為
の
あ
り
方
と
意
義
を
よ
り
深

め
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
伝
統
あ
る
『
ユ
リ
イ
カ
』
の
令

和
二
年
一
二
月
号
で
「
偽
書
の
世
界
：
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
文
書
、
ヴ

ォ
イ
ニ
ッ
チ
写
本
か
ら
神
代
文
字
、
椿
井
文
書
ま
で
」
な
ど
と
い
う

特
集
が
組
ま
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
関
心
を
出
版
界
が
敏
感

に
す
く
い
と
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い）
（1
（

。

　
今
回
の
特
集
で
は
、
日
本
に
お
い
て
右
記
の
一
般
の
関
心
・
学
界
・

出
版
状
況
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
一
連
の
書
籍
を
取
り
上

げ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
専
門
家
に
よ
る
連
作
レ
ビ
ュ
ー

と
い
う
形
式
を
取
り
、
今
現
在
に
お
け
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
歴

史
記
述
」
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
を
記
録
と
し
て
と
ど
め
る
と
と

も
に
、
こ
う
し
た
研
究
の
動
き
に
対
し
て
歴
史
家
と
し
て
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
報
告
一
は
、
馬
部
隆
弘
『
椿
井
文
書
―
日
本
最
大
級
の
偽
文
書
』

（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
を
対
象
と
し
た
「
偽
書
も
ま
た
「
史

料
」
な
り
き
。
―
馬
部
隆
弘
『
椿
井
文
書
』
に
寄
せ
て
―
」
で
あ
る
。

一
八
世
紀
畿
内
の
偽
文
書
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
椿
井
正
隆
の
生
涯
、

そ
の
偽
文
書
の
特
徴
、
後
世
に
お
け
る
影
響
を
扱
っ
た
本
書
は
、
長

年
椿
井
文
書
に
対
峙
し
て
き
た
著
者
馬
部
の
軽
妙
な
筆
致
も
あ
っ
て

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
も
す
で
に
多
数
の
書

評
や
紹
介
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
偽
史
・
偽
書
ブ
ー
ム
の
中

心
に
あ
る
本
で
も
あ
る
。
本
特
集
で
は
、
日
韓
の
世
相
と
そ
の
変
遷

に
詳
し
い
室
井
康
成
が
、
現
代
の
世
相
に
敏
感
で
あ
る
民
俗
学
者
と

し
て
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
。

　
報
告
二
は
、
長
年
偽
書
研
究
を
進
め
て
き
た
藤
原
明
に
よ
る
一
連

の
著
作
（『
日
本
の
偽
書
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）、『
偽
書

『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
の
亡
霊
：
荒
吐
の
呪
縛
』（
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
九
年
）、『
幻
影
の
偽
書
『
竹
内
文
献
』
と
竹
内
巨
麿
：
超
国

家
主
義
の
妖
怪
』（
河
出
書
房
、二
〇
二
〇
年
））
を
対
象
と
し
た
「
近

現
代
日
本
に
お
け
る
偽
作
史
書
と
そ
の
受
容
を
考
え
る
た
め
に
―
―
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藤
原
明
氏
の
近
業
に
接
し
て
」
で
あ
る
。
記
紀
の
近
世
国
学
解
釈
に

淵
源
を
も
つ
で
あ
ろ
う
近
代
日
本
の
偽
書
の
社
会
に
お
け
る
受
容
を

扱
っ
た
一
連
の
著
作
は
、
今
後
、
近
代
偽
書
研
究
の
礎
と
し
て
の
役

割
も
果
た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
書
評
者
は
、
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン

と
し
て
は
例
外
的
に
長
年
に
わ
た
っ
て
偽
史
を
論
じ
、
藤
原
の
著
作

で
も
名
前
の
あ
が
る
教
育
史
家
の
長
谷
川
亮
一
が
つ
と
め
る
。

　
報
告
三
は
、
現
在
偽
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
原
田
実
に
よ
る

「
江
戸
し
ぐ
さ
」を
扱
っ
た
一
連
の
新
書（『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』（
星

海
社
新
書
、二
〇
一
四
年
）、『
江
戸
し
ぐ
さ
の
終
焉
』（
星
海
社
新
書
、

二
〇
一
六
年
）、『
オ
カ
ル
ト
化
す
る
日
本
の
教
育
：
江
戸
し
ぐ
さ
と

親
学
に
ひ
そ
む
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
ち
く
ま
新
書
、二
〇
一
八
年
））

を
対
象
と
し
た
「「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
現
在
と
未
来
―
原
田
実
氏
著

作
を
読
ん
で
―
」
で
あ
る
。
こ
の
三
書
は
、
文
科
省
を
は
じ
め
と
す

る
行
政
の
内
部
に
ま
で
食
い
込
ん
で
い
た
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う

偽
史
と
そ
の
社
会
的
影
響
を
、
い
ず
れ
も
原
田
自
身
の
リ
サ
ー
チ
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
成
果
で
あ
る
。
本
特
集
で
は
、
帝
国
日
本
の

植
民
地
教
育
行
政
を
専
門
と
す
る
樋
浦
郷
子
が
、
新
自
由
主
義
下
に

お
け
る
文
科
省
行
政
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
。

　
報
告
四
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
（
江
口
之
隆
訳
）『
ス

ー
パ
ー
ナ
チ
ュ
ラ
ル
・
ウ
ォ
ー
：
第
一
次
世
界
大
戦
と
驚
異
の
オ
カ

ル
ト
・
魔
術
・
民
間
信
仰
』（
ヒ
カ
ル
ラ
ン
ド
、
二
〇
二
〇
年
）
と

栗
田
英
彦
他
編
『
近
現
代
日
本
の
民
間
精
神
療
法
：
不
可
視
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
諸
相
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
九
年
）
と
い
う
、
二
〇

世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
で
起
こ
っ
た
現
象
を
扱
っ
た
二
つ
の

研
究
書
を
軸
と
し
た
「
近
現
代
に
お
け
る
超
自
然
信
仰
と
不
安
の
マ

ー
ケ
ッ
ト
」
で
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
の
端
に
位
置
し
、
第
二

次
世
界
大
戦
に
至
っ
て
は
対
極
的
な
歩
み
を
見
せ
た
と
思
わ
れ
る
日

本
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
オ
カ
ル
ト
現
象
」
が
、「
不
安
の
マ
ー

ケ
ッ
ト
」
と
い
う
観
点
よ
り
二
〇
世
紀
の
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
側
面

を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
を
説
く
。
近
現
代
の
精
神
医
学
史
を
専
門

と
す
る
高
林
陽
展
が
担
当
す
る
。

　
報
告
五
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
Ｈ
・
カ
ー
タ
ー
（
森
貴
文
監
訳
）『
Ｓ

Ｓ
先
史
遺
産
研
究
所
ア
ー
ネ
ン
エ
ル
ベ
：
ナ
チ
ス
の
ア
ー
リ
ア
帝
国

構
想
と
狂
気
の
学
術
』（
ヒ
カ
ル
ラ
ン
ド
、
二
〇
二
〇
年
）
を
対
象

と
す
る
「
オ
カ
ル
ト
・
学
知
・
第
三
帝
国
：
カ
ー
タ
ー
『
Ｓ
Ｓ
先
史

遺
産
研
究
所
ア
ー
ネ
ン
エ
ル
ベ
』
の
周
辺
」
で
あ
る
。
ナ
チ
体
制
化

に
お
け
る
学
問
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
ナ
チ
ズ
ム
研
究
産
業

で
は
一
つ
の
確
立
し
た
分
野
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
定
分
量

日
本
語
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
ナ
チ
ズ
ム

に
お
け
る
学
問
研
究
で
も
最
重
要
文
献
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
ナ
チ

ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
実
践
の
中
核
を
担
っ
た
ア
ー
ネ
ン
エ
ル
ベ

に
関
す
る
基
本
書
で
あ
る
。
本
書
を
取
り
巻
く
問
題
系
と
い
う
観
点

か
ら
、
北
欧
中
世
史
と
近
代
学
問
史
を
専
門
と
す
る
小
澤
が
紹
介
す

る
。
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報
告
六
は
、
渡
部
竜
也
『
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
９  D

oing 
H

istory
：
歴
史
で
私
た
ち
は
何
が
で
き
る
か
？
』（
清
水
書
院
、

二
〇
一
九
年
）
と
菅
豊
・
北
條
勝
貴
編
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ

ー
入
門
　
開
か
れ
た
歴
史
学
へ
の
挑
戦
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九

年
）
と
い
う
、
歴
史
実
践
の
入
門
と
し
て
話
題
と
な
っ
た
二
書
を
対

象
と
す
る
「
歴
史
学
再
生
の
た
め
に
―
歴
史
実
践
か
ら
考
え
る
」
で

あ
る
。
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
制
度
的
枠
組
み
と
国
家
意
思
の
中
で
誕

生
し
た
近
代
歴
史
学
が
標
榜
す
る
「
歴
史
的
過
去
（
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・

パ
ス
ト
）」
が
提
出
す
る
「
客
観
性
」
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
て
久
し
く
、

そ
れ
へ
の
反
省
も
あ
っ
て
、
主
体
の
歴
史
意
識
や
歴
史
認
識
か
ら
立

ち
上
が
る
「
実
践
的
過
去
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ス
ト
）」
と
い

う
視
点
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
歴
史

学
に
と
っ
て
何
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題
意
識
も
含

め
て
、
歴
史
学
の
現
代
的
意
義
と
そ
の
機
能
を
意
識
す
る
ア
メ
リ
カ

史
家
の
松
原
宏
之
が
切
り
込
む
。

　
報
告
一
か
ら
三
は
「
偽
史
（
・
偽
書
・
偽
文
書
）」、
四
と
五
は

「
オ
カ
ル
ト
」、
六
は
「
歴
史
実
践
」
を
対
象
と
す
る
。
一
見
す
る
と

こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
は
別
個
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
先
ほ

ど
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
歴
史
家
ギ
ル
ド
を

一
旦
離
れ
て
広
範
囲
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
側
に
立
っ
て
み
た
な
ら

ば
、
昨
今
の
「
社
会
」
が
求
め
て
い
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
歴
史

記
述
」
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
今
や
誰
も
が

歴
史
を
意
識
し
、
歴
史
を
口
に
し
、
歴
史
を
実
践
す
る
が
、
そ
れ
は

必
ず
し
も
歴
史
学
者
が
史
料
か
ら
抽
出
し
た
事
実
に
基
づ
く
「
正
統

的
な
」
ス
ト
ー
リ
ー
と
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し

た
教
科
書
記
述
に
見
え
る
よ
う
な
「
正
統
的
な
」
ス
ト
ー
リ
ー
は
、

選
択
可
能
な
数
あ
る
歴
史
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
消

費
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
現
状
か
も
し
れ
な
い
。
今
回
の
特
集

は
、
歴
史
学
の
成
果
と
し
て
の
歴
史
書
の
批
評
で
あ
り
つ
つ
も
、
そ

れ
ら
個
々
の
歴
史
書
の
執
筆
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
見
え
る
「
今

を
映
す
も
う
一
つ
の
歴
史
記
述
」
を
、大
げ
さ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

文
化
人
類
学
者
や
民
俗
学
者
の
視
線
で
観
察
し
記
録
す
る
特
集
で
も

あ
る
。

　
と
は
い
え
、
ま
ず
は
力
の
こ
も
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
を
読
む
旅

に
出
か
け
よ
う
。
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序
（
小
澤
）

註（1
）
松
沢
裕
作
編
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』（
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ー
ス
を
近
代
歴

史
学
の
祖
と
す
る
一
般
的
な
公
式
見
解
を
取
ら
ず
、幕
末
以
来
の
「
歴

史
を
か
く
」
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
あ
て
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る

歴
史
記
述
の
実
践
と
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
2
）
当
日
の
状
況
は
、
小
澤
実
「
二
〇
一
五
年
度
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

近
代
日
本
の
偽
史
言
説 
そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
」『
立
教
大
学
日

本
学
研
究
所
年
報
』
一
四
・
一
五
（
二
〇
一
六
年
）、
三
―
一
〇
頁
。

（
3
）
小
澤
実
編
『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
：
歴
史
語
り
の
イ
ン
テ
レ
ク

チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。
オ
ー
デ
ィ

エ
ン
ス
の
反
応
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
確
認
で
き
る
。「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近

代
日
本
の
偽
史
言
説
　
そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
」
ま
と
め
」（https://

togetter.com
/li/897515

）。

（
4
）
彼
ら
に
よ
る
研
究
動
向
は
、小
澤
実
「
偽
史
言
説
研
究
の
射
程
」『
近

代
日
本
の
偽
史
言
説
』、
三
―
一
七
頁
に
ま
と
め
て
い
る
。
原
田
は
、

『
偽
書
が
揺
る
が
せ
た
日
本
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）
を

刊
行
し
た
。
偽
書
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
っ
た
一
般
書
を
、
歴
史
教

科
書
の
最
大
手
で
あ
り
日
本
を
代
表
す
る
歴
史
系
学
術
出
版
社
で
も

あ
る
山
川
出
版
社
が
版
元
を
引
き
受
け
た
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。

（
5
）
斎
藤
光
政
『
戦
後
最
大
の
偽
書
事
件
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』』（
集

英
社
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）。
原
著
は
、『
偽
書
「
東
日
流
外
三
郡
誌
」

事
件
』
と
し
て
二
〇
〇
六
年
に
新
人
物
往
来
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

（
6
）一
柳
廣
孝『「
こ
っ
く
り
さ
ん
」と「
千
里
眼
」 : 

日
本
近
代
と
心
霊
学
』

（
青
弓
社
、
二
〇
二
一
年
）
の
原
著
は
、
一
九
九
四
年
に
講
談
社
選
書

メ
チ
エ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
貴
重
な
共
同
研
究
と
し

て
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
を
読

む
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
）。
様
々
な
媒
体
に
掲
載
さ
れ
た
文
章

を
集
め
た
論
集
『
怪
異
の
表
象
空
間 

：
メ
デ
ィ
ア
・
オ
カ
ル
ト
・
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
二
〇
年
）
の
副
題
「
メ
デ
ィ

ア
・
オ
カ
ル
ト
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
は
、
今
回
の
特
集
に
と
っ
て

も
示
唆
的
で
あ
る
。

（
7
）
佐
藤
卓
己
編
著
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
呪
縛
：
日
本
ナ
チ
カ
ル
研
究
序
説
』

（
上
下
、
中
公
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）。
原
著
は
二
〇
〇
〇
年
に
飛
鳥

新
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
時
点
で
こ
の
先

駆
的
メ
デ
ィ
ア
研
究
が
い
わ
ゆ
る
学
術
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
は
多
分
に
疑
わ
し
い
。
な
お
佐
藤
は
、
一
九
九
四
年
に
、

ゲ
オ
ル
ゲ
・
モ
ッ
セ
『
大
衆
の
国
民
化 

：
ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
政
治
シ

ン
ボ
ル
と
大
衆
文
化
』（
柏
書
房
）
を
翻
訳
・
刊
行
し
て
い
る
。
最
近

ち
く
ま
学
芸
文
庫
で
復
刊
さ
れ
た
こ
の
著
作
が
劈
頭
を
飾
る
「
パ
ル

ケ
マ
イ
ア
叢
書
」
と
い
う
叢
書
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
お

そ
ら
く
当
時
の
学
会
で
は
忌
避
さ
れ
て
い
た
右
派
的
言
説
や
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
運
動
を
と
り
わ
け
メ
デ
ィ
ア
論
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
正
面
か
ら
捉
え
た
稀
有
な
叢
書
で
あ
っ
た
。

（
8
）
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
陰
謀
論
や
フ
ェ
イ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー

の
あ
り
方
は
、
い
く
つ
か
の
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
シ
ー
・

ウ
ォ
ー
カ
ー
（
鍛
原
多
惠
子
訳
）『
パ
ラ
ノ
イ
ア
合
衆
国
：
陰
謀
論

で
読
み
解
く
《
ア
メ
リ
カ
史
》』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
年
）;

マ
イ
ケ
ル
・
バ
ー
カ
ン
（
林
和
彦
訳
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
陰
謀
論
―

黙
示
録
・
秘
密
結
社
・
ユ
ダ
ヤ
人
・
異
星
人
』（
三
交
社
、二
〇
〇
四
年
）。

（
9
）
早
い
段
階
で
現
代
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
ゾ
ッ
キ
本
に
見
え
る
宗
教
意

識
を
論
じ
た
の
は
、
池
内
恵
『
現
代
ア
ラ
ブ
の
社
会
思
想
：
終
末
論

と
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）。
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（
10
）
冒
頭
に
は
私
と
馬
部
隆
弘
に
よ
る
「
文
書
を
め
ぐ
る
冒
険
―
偽
文

書
・
偽
文
書
・
公
文
書
」
と
い
う
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
今
回
の
『
史
苑
』
の
特
集
と
『
ユ
リ
イ
カ
』
の
特
集
は
全
く
別
個

に
企
画
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


