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質
問
者
の
言
う
時
代
史
的
取
扱
い

と
い
う
の
は
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
と

順
次
に
古
い
時
代
か
ら
、
歴
史
的
事
象

を
取
扱
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
小

学
校
の
六
年
程
度
で
は
じ
め
て
歴
史
を

学
習
す
る
場
合
は
ま
ず
妥
当
な
方
法
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
消
え
去
っ
た
過

去
が
何
で
あ
っ
た
か
を
ま
ず
見
る
と
い

う
こ
と
が
最
初
に
行
わ
れ
な
く
て
は
何

を
考
え
る
に
も
不
便
だ
か
ら
と
い
う
意

味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

質
問
者
の
言
う
時
代
史
的
取
扱
い
と

は
ち
が
っ
た
方
法
と
し
て
は
、
倒
叙
と

い
う
方
式
も
あ
る
が
、
即
ち
現
代
か
ら

過
去
へ
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
方
式
も
あ

る
が
、
こ
れ
は
困
果
関
係
と
い
う
見
方

が
か
な
り
発
達
し
て
、
歴
史
的
因
果
が

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
現
代
の
諸
々

の
現
象
を
み
て
、
そ
の
由
来
を
さ
ぐ
る

と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
こ
な
い
と
う
ま
く
や
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
過
去
か
ら
現
代
を
ご
く
大
ざ
っ

ぱ
に
因
果
関
係
で
み
る
こ
と
は
出
来
て

も
大
ざ
っ
ぱ
で
は
と
て
も
倒
叙
と
い
う

見
方
の
本
格
的
な
も
の
は
成
り
立
た
な

い
。
す
ぐ
説
明
に
困
る
よ
う
な
こ
と
に

ぶ
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
現
代
か

ら
出
発
す
る
と
い
う
の
は
か
な
り
む
ず

か
し
い
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
だ
と
思
う
。
や
さ
し
い
程
度
で
や

る
の
な
ら
、
別
に
倒
叙
で
な
く
と
も
か

ま
わ
な
い
。
過
去
と
現
在
の
ち
が
い
の

あ
ら
ま
し
が
わ
か
る
と
い
う
取
扱
い
な

ら
ば
、
質
問
者
の
言
う
時
代
史
的
取
扱

い
で
十
分
出
来
る
と
思
う
。 

問
題
史
的
取
扱
い
が
必
要
だ
と
考
え

ら
れ
る
と
、
質
問
者
は
言
っ
て
お
ら
れ

る
が
、
問
題
史
と
い
う
の
は
、
本
質
的

に
は
、
倒
叙
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に

現
代
の
問
題
が
わ
か
り
、
そ
れ
が
成
立

す
る
歴
史
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
理

解
が
か
な
り
高
度
で
な
け
れ
ば
む
ず
か

し
い
の
で
あ
る
。
小
学
校
の
六
年
の
程

度
で
は
、
現
在
の
問
題
が
ま
ず
把
握
出

来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
当
の

意
味
の
問
題
史
は
到
底
な
り
立
た
な
い

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

質
問
者
の
言
う
問
題
史
的
取
扱
い
と

い
う
の
は
、
問
題
史
そ
の
も
の
で
な
く
、

気
持
ち
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
気
持
ち
の
上
で
は
、
現
代
の
問
題

へ
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と

は
常
に
大
切
で
あ
る
。
否
歴
史
そ
の
も

の
が
そ
の
意
味
で
は
現
在
か
ら
出
発
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
も
っ

て
い
る
問
題
が
過
去
を
そ
の
問
題
に
応

じ
て
取
扱
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

今
わ
れ
わ
れ
は
民
主
的
な
社
会
の
建
設

の
方
向
に
む
か
っ
て
生
活
し
て
い
る
し

多
少
な
り
と
は
い
え
そ
れ
を
実
現
し
て

い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
物
の
見
方
で
、

過
去
を
み
る
の
で
あ
る
。
古
代
の
社
会

を
み
て
も
、
そ
の
見
方
で
見
る
か
ら
、

現
代
と
ち
が
い
が
わ
か
り
、
古
代
と
い

う
時
代
が
わ
か
る
。
ま
た
中
世
も
そ
の

見
方
で
み
て
、
現
代
を
基
準
に
し
て
、

古
代
と
中
世
と
を
現
代
と
い
う
も
の
さ

し
で
比
べ
て
、
古
代
と
中
世
の
ち
が
い

も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
時
代
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が

成
立
す
る
。
小
学
校
六
年
の
程
度
で
は
、

現
代
に
つ
い
て
も
、
ご
く
大
ま
か
な
把
握

だ
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
過
去
の
と
ら

え
方
も
ご
く
大
ま
か
に
各
時
代
の
特
色

を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

時
代
史
的
取
扱
い
、
問
題
史
的
取
扱

い
と
い
う
よ
う
に
、
取
扱
い
に
二
つ
の

方
式
が
あ
る
よ
う
に
考
え
な
い
で
、
考

え
方
の
問
題
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
今
の
数
科
書
に
従
っ

て
、
し
か
も
常
に
現
代
の
社
会
の
あ
り

方
と
比
較
を
し
な
が
ら
、
各
時
代
を
と

り
扱
う
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
古
代

と
現
代
、
中
世
と
現
代
の
比
較
か
ら
、

小
学
校
の
歴
史
指
導
は
、
時
代
史
的
な
取

扱
い
を
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い

ま
す
が
、
問
題
史
的
な
取
扱
い
も
必
要
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
ふ
ま
え
て
指
導
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
か
。 

『
み
や
ぎ
の
社
会
科
教
室
』
一
九
六
一
年
六
月
（
東
京
書
籍
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そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
つ
か
み
、
そ
れ
が

ま
た
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
行
き
も

現
代
を
も
の
さ
し
と
し
て
理
解
さ
せ
る

も
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
の
問

題
史
的
取
扱
い
で
あ
る
。 

答 

質
問
者
が
言
う
安
易
な
考
え
方
に

流
れ
や
す
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
辺
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
の
で
、
回
答
が
ピ
ン
ト
を
外
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。 

指
導
要
領
に
は
人
物
中
心
の
歴
史
に

な
ら
ぬ
よ
う
に
注
意
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

人
物
を
中
心
に
し
て
歴
史
を
考
え
る
と

い
う
こ
と
は
恐
ら
く
歴
史
の
う
ち
で
も

最
も
む
ず
か
し
い
こ
と
に
属
す
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
と
私
は
考
え
る
。
よ
く

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
代
は
人
物
を
つ

く
り
、
人
物
は
時
代
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
は
一
般
的
に
は
確
か
に
そ
う
で
あ

る
。
だ
が
こ
の
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か

ら
ぬ
よ
う
な
言
葉
も
、
具
体
的
に
は
わ

か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
福
沢

諭
吉
と
い
う
人
物
を
と
り
あ
げ
て
、
福

沢
と
い
う
人
物
が
、
封
建
末
期
の
中
津

藩
の
中
か
ら
、
―
い
ま
で
も
そ
う
大
し

て
文
化
の
進
ん
だ
地
域
で
は
な
い
大
分

県
と
い
っ
て
は
土
地
の
人
に
気
の
毒
だ

が
― 

そ
う
い
う
所
か
ら
ど
う
し
て
世

界
の
進
運
を
理
解
し
て
、
い
ち
は
や
く

ア
メ
リ
カ
ヘ
渡
り
、
後
に
日
本
の
文
明

開
化
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
の
か
、
こ

れ
だ
け
で
も
な
か
な
か
解
き
に
く
い
問

題
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
物
に
つ
く
り

あ
げ
た
の
は
確
か
に
時
代
で
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
時
代
が
つ
く

っ
た
と
い
っ
た
の
で
は
、
わ
か
ら
ん
こ

と
を
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と

い
う
こ
と
以
上
に
は
出
て
い
な
い
。
わ

か
る
よ
う
に
し
よ
う
と
思
え
ば
、
彼
の

生
涯
の
環
境
と
い
う
具
体
的
な
も
の
の

中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
時
代
、
例
え
ば

少
年
時
代
の
家
庭
生
活
、
そ
こ
へ
し
み

こ
ん
で
来
て
い
た
時
代
の
波
、
そ
う
い

っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
こ
か

ら
、
彼
の
少
年
か
ら
青
年
時
代
へ
か
け

て
の
思
想
の
形
成
を
見
て
み
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
な
か
な
か
む
ず
か
し

い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も
同
意

す
る
で
あ
ろ
う
。 

福
沢
が
時
代
を
つ
く
っ
た
と
い
う
の

も
な
る
程
そ
う
い
え
ば
間
違
い
な
い
こ

と
の
よ
う
だ
が
、
さ
て
、
そ
れ
は
具
体

的
に
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
彼
の
書
い
た
「
学
問
の
す
ゝ
め
」
と

い
う
本
が
、
非
常
に
多
く
読
ま
れ
て
、

今
で
い
え
ば
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
の

要
因
で
あ
っ
た
と
思
う
。
彼
が
戦
争
中

も
後
に
慶
応
義
塾
と
な
っ
た
三
田
の
塾

で
洋
書
を
論
じ
て
、
明
治
時
代
に
日
本

の
各
界
で
活
躍
し
た
人
物
を
養
成
し
た

と
い
う
の
も
時
代
を
つ
く
っ
た
こ
と
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
い
う
よ

う
に
人
々
が
彼
に
師
事
し
て
彼
の
教
え

の
通
り
に
働
い
た
の
も
ま
た
時
代
と
い

え
ば
時
代
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

時
代
が
彼
を
の
し
あ
げ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
が
歴
史
の
中
の
人
物
と
い

う
と
き
は
、
結
局
は
こ
う
し
た
時
代
が

つ
く
り
、
時
代
を
つ
く
り
、
時
代
の
中

で
、
の
し
あ
げ
ら
れ
た
人
物
を
と
り
あ

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
物
が
わ
か
っ

て
、
そ
れ
を
通
じ
て
時
代
が
わ
か
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
恐
ら
く
、
時
代
が
最
も

よ
く
わ
か
る
し
、
歴
史
も
最
高
の
レ
ベ

ル
ま
で
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
子
供
に
む
ず
か
し
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
少
な
く
と
も
、

人
物
を
中
心
に
し
て
、
歴
史
を
見
る
と

い
う
の
で
は
子
供
は
、
何
の
こ
と
だ
か

わ
か
ら
な
い
世
界
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ

る
で
あ
ろ
う
。 

子
供
に
は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
そ

こ
ま
で
分
ら
な
い
か
ら
、
人
物
中
心
の

取
扱
い
は
無
理
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
代
を
多
少
と
も
理
解
さ
せ

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
代

の
中
で
、
の
し
あ
げ
ら
れ
た
人
物
を
取

扱
う
こ
と
は
必
要
で
あ
る
し
、
そ
う
い

う
一
種
の
象
徴
的
な
人
物
を
取
扱
っ
て

各
時
代
と
現
代
の
ち
が
い
を
明
ら
か
に

し
、
従
っ
て
時
代
の
特
色
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。 

歴
史
上
の
人
物
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は

Ｃ
・
Ｏ
・
Ｓ
の
留
意
事
項
に
示
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
現
場
で
は
や
や
も
す
る
と
、
安
易
な

考
え
方
で
流
し
や
す
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。 

具
体
例
を
あ
げ
て
人
物
の
取
り
上
げ
方
や
指

導
の
実
際
に
つ
い
て
ご
教
示
く
だ
さ
い
。 


