
189　　限られた史料で何ができるか

《
研
究
ノ
ー
ト
》

限
ら
れ
た
史
料
で
何
が
で
き
る
か

─
中
世
エ
ジ
プ
ト
環
境
史
を
模
索
す
る

熊
　
倉
　
　
和
　
歌
　
子

　

筆
者
は
二
〇
一
四
年
度
よ
り
「
環
境
・
農
業
生
産
・
記
録
管
理

│
文
書
史
料
に
基
づ
く
エ
ジ
プ
ト
環
境
史
の
構
築
」
と
題
す
る
共
同
研
究

を
行
っ
て
き
た（
１
）。
そ
の
目
標
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
環
境
変
動
と
農
業
生
産
の
相
互
作
用
を
探
り
、
そ
こ
に
現
れ
る
変
化
が
、
支
配
や
、
国

家
に
よ
る
記
録
管
理
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
環
境
変
動
と
い
う
長
期
的
な
視
野
を
要

す
る
こ
の
研
究
は
、
前
四
世
紀
に
始
ま
る
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
期
か
ら
一
七
世
紀
オ
ス
マ
ン
朝
期
ま
で
を
対
象
と
し
、
各
時
代
の
歴
史
研
究
者

（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
期
﹇
前
三
三
二
│
六
四
一
年
﹈
史
の
髙
橋
亮
介
、
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
﹇
六
四
〇
年
頃
│
一
二
世
紀
頃
﹈
史
の
亀
谷
学
、
イ

ス
ラ
ー
ム
中
世
史
﹇
一
三
│
一
六
世
紀
頃
﹈
の
筆
者
）
と
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
で
あ
る
小
澤
泰
生
を
主
な
メ
ン
バ
ー
と
す
る
。
本
稿
は
、
筆
者
の
専

門
と
す
る
中
世
史
の
見
地
か
ら
こ
れ
ま
で
の
共
同
研
究
の
成
果
を
振
り
返
り
、
中
世
エ
ジ
プ
ト
環
境
史
研
究
の
可
能
性
と
課
題
を
示
す
。

一
　
環
境
史
の
動
向

　

ソ
連
解
体
を
経
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
急
速
に
進
展
し
、
様
々
な
問
題
が
地
球
規
模
で
表
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
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既
存
の
地
域
設
定
を
と
り
は
ら
い
、
地
球
上
の
様
々
な
地
域
で
見
ら
れ
る
現
象
の
連
関
性
を
分
析
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
光
が
当

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
２
）。
本
稿
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
環
境
史
も
、
広
義
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
含
ま
れ
る
歴
史
の
見
方
で

あ
る
。
環
境
史
と
は
、
端
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
と
環
境
の
相
関
関
係
を
歴
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
領
域
で
あ
る
。
地
球
温
暖

化
の
問
題
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
今
日
で
あ
る
が
、
全
地
球
的
に
環
境
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
状
況
を
背
景
に
し
て
、
歴
史
学
に
お
け
る
環
境

へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る（
３
）。

　

環
境
史
を
主
題
と
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
理
由
は
、
そ
れ
が
歴
史
学
に
新
風
を
吹
き
込
む
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
第
一

に
、
従
来
の
社
会
経
済
史
に
お
い
て
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
長
期
持
続
を
分
析
軸
に
組
み
込
み
、
新
た
な
発
見
を
も
た
ら
す
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
長
期
持
続
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
た
Ｆ
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
自
身
に
よ
っ
て
と
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が（
４
）、

現

在
で
は
古
気
候
学
や
地
質
学
と
い
っ
た
自
然
科
学
研
究
に
お
い
て
地
球
の
歴
史
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
飛
躍
的
に
増
え
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
精
度
で
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る（
５
）。
第
二
に
、
自
然
環
境
の
分
析
に
は
地
理
的
情
報
が
必
須
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
文
献
史
学
に
地
理
的
情
報
に
基
づ
く
分
析
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
文
献
史
学
は
、
必
ず
し
も
過
去

の
地
形
や
自
然
環
境
、
ま
た
そ
れ
ら
が
織
り
な
す
景
観
と
い
っ
た
地
理
的
情
報
に
敏
感
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
地

理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
が
文
献
史
学
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
歴
史
学
に
新
た
な
躍
動
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

環
境
史
の
概
要
は
以
上
で
あ
る
が
、
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
地
域
、
さ
ら
に
筆
者
が
専
門
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
を
対
象
と
し
た
環
境
史
研
究
の
動

向
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
地
域
に
つ
い
て
言
え
ば
、
国
外
に
お
い
て
二
〇
一
〇
年
代
よ
り
環
境
史
と
銘

打
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
が
目
立
ち
始
め
、
論
集
や
研
究
書
も
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（
６
）。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
エ
ジ
プ
ト
を

対
象
と
し
た
環
境
史
研
究
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
二
〇
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
上
智
ア
ジ
ア
学
』（
第
三
五
号
）
で
は
、「
ブ
ハ

イ
ラ

│
エ
ジ
プ
ト
の
潟
湖
地
域

│
ナ
イ
ル
・
デ
ル
タ
周
辺
地
域
の
学
際
的
な
ロ
ー
カ
ル
史
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
筆
者
を
含
む
六
名

の
歴
史
研
究
者
と
四
名
の
地
質
学
お
よ
び
空
間
分
析
学
の
研
究
者
が
西
部
デ
ル
タ
の
ブ
ハ
イ
ラ
地
方
の
歴
史
的
変
遷
を
論
じ
た（
７
）。

こ
れ
ら
の
研
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究
は
、
ブ
ハ
イ
ラ
地
方
と
い
う
特
定
の
地
域
の
地
形
が
織
り
な
す
環
境
／
環
境
資
源
と
人
間
に
よ
る
そ
の
利
用
と
開
発
に
着
目
し
て
お
り
、
空

間
分
析
を
重
視
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
あ
る
地
域
の
歴
史
を
可
能
な
限
り
通
時
的
に
、
か
つ
ミ
ク
ロ
に
描
こ
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で

の
中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
地
域
を
対
象
と
し
た
環
境
史
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
形
や
景
観
を
見
る
た
め
に
地
理
情
報
シ

ス
テ
ム
を
用
い
て
い
る
点
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

二
　
中
世
エ
ジ
プ
ト
を
対
象
と
し
た
環
境
史
の
現
状
と
課
題

　

上
述
の
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
を
対
象
と
し
た
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
環
境
に
着
目
し
た
研
究
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で

も
な
お
、
中
世
を
対
象
と
し
た
本
格
的
な
環
境
史
研
究
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
、
手
つ
か
ず
の
課
題
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し

て
、
ナ
イ
ル
の
水
位
変
動
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

エ
ジ
プ
ト
は
、
ナ
イ
ル
の
水
に
よ
っ
て
潤
う
オ
ア
シ
ス
で
あ
り
、
そ
の
定
期
的
な
増
減
水
の
サ
イ
ク
ル
を
利
用
し
た
灌
漑
農
業
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
ナ
イ
ル
の
水
位
変
動
は
環
境
の
諸
要
素
の
中
で
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
ナ
イ
ル
は
エ
チ
オ
ピ
ア
高
原
の

雨
季
の
影
響
を
受
け
て
増
水
す
る
た
め
、
ナ
イ
ル
の
水
位
変
化
と
気
候
変
動
は
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
一
般
的
に
、
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現
象
（El-

N
iño

）
が
現
れ
る
と
き
に
は
、
ア
フ
リ
カ
の
低
緯
度
地
域
で
は
干
ば
つ
傾
向
が
現
れ
、
ナ
イ
ル
の
水
位
は
低
下
す
る
が
、
北
大
西
洋
振
動

（N
orth A

tlantic O
scillation

﹇N
A

O

﹈）
が
正
方
向
に
振
れ
て
い
る
時
に
は
、
湿
潤
傾
向
と
な
り
、
ナ
イ
ル
の
水
位
は
上
昇
す
る（
８
）。
ナ
イ
ル
の

水
位
変
動
と
気
候
変
動
の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
Ｆ
・
Ａ
・
ハ
サ
ン
は
、
ナ
イ
ル
の
水
位
変
動
が
北
大
西
洋
振
動
や
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
・
南

方
振
動
（EN

SO

）（
９
）と

い
っ
た
気
象
現
象
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
古
気
候
学
に
お
い
て
、
ナ
イ
ル
の
水
位
記
録
や
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
た
歴
史
資
料
な
ど
が
利
用
さ
れ
、
環
境
史

の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
研
究
と
歴
史
学
研
究
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
中
世
史
の
主
流
を
占
め
て
き
た
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社
会
経
済
史
と
の
交
流
は
ま
だ
な
い
。
例
え
ば
、
一
四
世
紀
以
降
ナ
イ
ル
の
水
位
が
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
社
会
経
済
史
で

は
、
同
時
期
に
お
け
る
上
エ
ジ
プ
ト
（
カ
イ
ロ
以
南
の
地
域
を
指
す
）
の
ア
ラ
ブ
部
族
（
ウ
ル
バ
ー
ン
）
の
台
頭
と
そ
れ
に
よ
る
灌
漑
設
備
の

荒
廃
を
要
因
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
先
の
よ
う
な
古
気
候
学
研
究
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
然
り
で

あ
る）

12
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ナ
イ
ル
の
水
位
上
昇
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
が
自
然
的
要
因
を
、
歴
史
学
が
人
為
的
要
因
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
に

留
ま
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
双
方
の
成
果
を
突
き
合
わ
せ
、
環
境
史
と
い
う
新
し
い
レ
ン
ズ
で
社
会
経
済
史
を
見
直
す
こ
と
が
課
題
の
一
つ
に

な
る
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
社
会
経
済
の
基
盤
で
あ
る
農
業
生
産
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
が
あ
げ
ら
れ
る
。
先
に
見
た

よ
う
な
ナ
イ
ル
の
水
位
変
動
は
、
ナ
イ
ル
を
単
一
の
水
源
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
の
農
業
生
産
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
時
代
の
エ
ジ
プ
ト
の
農
業
生
産
に
関
す
る
先
行
研
究
は
決
し
て
豊
富
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
現
状
、
エ
ジ
プ
ト
の
農
業
生

産
に
関
す
る
情
報
を
量
的
に
も
質
的
に
も
確
保
で
き
る
史
料
は
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
村
落
調
査
記
録

（
通
称
『
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
歴
史
』。
以
後
、
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
））

13
（

や
オ
ス
マ
ン
朝
の
統
治
下
で
一
六
世
紀
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
検
地
台
帳）

14
（

に
ほ
と
ん
ど
限
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
、
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
さ
か
ら
、
農
業
生
産
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は

『
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
歴
史
』
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
史
料
状
況
に
お
い
て
、
新
た
な
史
料
の
「
発
掘
」
に
取
り
組
む
の
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
使
い
尽
く
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
史
料
に
立
ち
返
り
つ
つ
も
、
別
の
方
法
で
分
析
し
直
す
こ
と
も
新
た
な
発
見

に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

三
　
環
境
・
農
業
生
産
・
記
録
管
理

│
文
書
史
料
に
基
づ
く
エ
ジ
プ
ト
環
境
史
の
構
築

　

共
同
研
究
は
、
題
目
の
と
お
り
「
環
境
史
の
構
築
」
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
理
論
面
で
の
基
礎
研
究
と
い
う
よ
り
、
そ
の
前
段
階
に
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あ
る
デ
ー
タ
収
集
や
そ
の
公
開
を
意
図
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
各
時
代
の
研
究
者
が
主
と
し
て
文
書
史
料
に
依
拠
し
て
環
境
変
動
と
農
業
生
産

に
関
わ
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
発
展
途
上
の
段
階
に
あ
る
環
境
史
研
究
の
整
備
を
行
お
う
と
い
う
の
が
第
一
目
標
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
地

域
の
環
境
や
農
業
生
産
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
記
録
管
理
の
あ
り
方
（
国
家
は
何
を
・
ど
こ
ま
で
管
理
し
て
い
た
か
）
の
変
化
を
通
時
的
に
分
析

す
る
た
め
に
、
各
時
代
や
エ
ジ
プ
ト
各
地
域
に
散
在
す
る
デ
ー
タ
を
猪
突
猛
進
に
集
め
る
の
で
は
な
く
、
対
象
地
域
を
絞
っ
て
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
対
象
地
域
と
し
て
、
断
続
的
な
が
ら
も
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
期
か
ら
一
六
世
紀
前
半
ま
で
の
比
較
的
豊
富
な

デ
ー
タ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ジ
プ
ト
中
南
部
の
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
を
選
定
し
た
。

　
『
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
歴
史
』
と
オ
ス
マ
ン
朝
の
検
地
台
帳
は
い
ず
れ
も
村
ご
と
の
詳
細
な
記
録
で
あ
り
、
各
時
代
の
村
の
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
記
録
か
ら
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
喚
起
す
る
か
に
つ
い
て
、
サ
ト
ウ
キ
ビ

を
例
に
説
明
し
よ
う
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
が
上
エ
ジ
プ
ト
に
根
付
い
た
の
は
一
二
世
紀
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
三
世
紀
に
お

い
て
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
は
エ
ジ
プ
ト
屈
指
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た）

15
（

。
と
こ
ろ
が
、
一
六
世
紀
に
入

る
と
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
村
の
多
く
は
小
麦
な
ど
の
穀
物
を
栽
培
す
る
方
向
に
転
じ
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
を
維
持
し
た
村
は
同

地
方
の
東
部
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た）

16
（

。

　

そ
れ
で
は
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
に
見
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
変
化
を
エ
ジ
プ
ト
の
他
の
地
域
に
も
敷
衍
し
て
、
一
六
世
紀
前
半
に
は
エ
ジ
プ

ト
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
は
縮
小
に
転
じ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
一
五
二
七
│
二
八
年
の
検
地
台
帳
が
残
さ

れ
て
い
る
ブ
ハ
イ
ラ
地
方
の
記
録
を
見
て
み
る
と
、
ロ
ゼ
ッ
タ
周
辺
の
地
域
で
は
、
一
四
世
紀
末
お
よ
び
一
六
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
サ
ト
ウ

キ
ビ
栽
培
が
活
発
で
あ
る
様
子
が
看
取
さ
れ
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
が
縮
小
に
転
じ
た
時
期
に
お
い
て
も
、
サ
ト
ウ
キ
ビ

栽
培
が
同
地
に
お
け
る
重
要
な
生
産
物
で
あ
っ
た）

17
（

。

　

こ
の
結
果
は
、
マ
ク
ロ
お
よ
び
ミ
ク
ロ
の
空
間
の
中
に
現
れ
る
差
異
が
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
喚
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ク
ロ
に
は
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
と
ロ
ゼ
ッ
タ
周
辺
の
違
い
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、



　　お茶の水史学　62号　　194

フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
地
理
的
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
は
、
運
河
に
よ
っ
て
通
年
灌
漑
が
可
能
な
地

域
で
あ
り
、
ナ
イ
ル
の
増
水
を
利
用
し
た
季
節
灌
漑
と
冬
作
栽
培
を
基
本
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
集
約
的
な
夏
作
栽
培
が
可
能
な
稀
有

な
地
域
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
土
地
調
査
記
録
が
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
、
こ
の
地
方
が
国

家
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
土
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
他
方
、
ミ
ク
ロ
に
は
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
内
部
の
地
理
的
差
異
や

環
境
の
多
様
性
に
つ
い
て
敏
感
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
が
維
持
さ
れ
た
地
域
と
穀
物
栽
培
へ
転
じ
た
地
域
の
違
い
は
、
地

形
や
灌
漑
、
土
壌
の
違
い
と
い
っ
た
地
理
的
条
件
に
起
因
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る）

18
（

。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
共
同
研
究
で
は
次
の
二
方
向
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
一
つ
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
植
生
と
地
形
か
ら

フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
特
色
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
亀
谷
氏
の
主
導
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
亀
谷
氏
は
、『
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
歴

史
』
の
村
々
の
記
録
に
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
木
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
記
録
か
ら
一
三
世
紀
前
半
の
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地

方
に
お
け
る
ヤ
シ
の
木
の
分
布
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
一
九
世
紀
前
半
に
時
代
が
下
る
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
エ

ジ
プ
ト
遠
征
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
エ
ジ
プ
ト
の
描
写
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
軍
の
遠
征
時
に
エ
ジ
プ
ト
で
な
さ
れ
た
観
察
と
研
究
の
集

成
』（
以
後
、『
エ
ジ
プ
ト
誌
』
と
略
記
）
に
収
録
さ
れ
る
地
図
中
に
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
木
が
描
か
れ
て
お
り
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
分
布
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
時
代
の
レ
イ
ヤ
ー
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
中
で
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
分
布
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
、『
エ
ジ
プ
ト
誌
』
の
地
図
は
エ
ジ
プ
ト
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
を
カ
バ
ー

す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
各
地
域
の
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
分
布
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
植
生
の
特
色
が
明
ら
か
に
な

る
【
図
１
】。

　

そ
れ
で
は
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
分
布
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
い
え
る
こ
と
は
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
が
群
生
し
て
い
る
地
域

は
、
ベ
イ
ス
ン
灌
漑
に
よ
る
圃
場
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
品
作
物
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
か
ら
な
ど
の
積
極
的
な
動
機

に
よ
る
も
の
か
、
地
味
の
衰
え
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
栽
培
で
き
な
い
な
ど
の
消
極
的
な
動
機
に
よ
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
現
在
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ま
で
の
と
こ
ろ
判
断
が
つ
か
な
い）

19
（

。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
分

布
と
地
理
的
条
件
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
デ
ジ
タ
ル

標
高
モ
デ
ル
（D

EM

）
を
用
い
て
標
高
地
形
図
を
作
成
す
る
こ
と
と
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
の
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
標
高
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
の
で
、
近
代
以
降
の
デ
ー
タ
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

得
ら
れ
る
最
も
古
い
標
高
デ
ー
タ
は
一
九
〇
八
│
一
〇
年
に
測
量
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
最
新
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
標
高
地
形
図
を
作
成

す
る
。
基
本
と
な
る
デ
ー
タ
は
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
提
供
す
る
三
〇
メ
ー
ト
ル

メ
ッ
シ
ュ
の
標
高
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
用
い
て
標
高
値
別
に
色
分
け
を
す
る）

20
（

。

　

難
し
い
こ
と
は
、
近
現
代
の
史
料
か
ら
復
元
し
た
情
報
を
た
だ
ち
に
中

世
の
状
況
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
筆
者
は
、
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
時
代
の
状
況
を
知
る
手
が

か
り
を
得
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
「
開
き
直
り
」
は
許
容
さ
れ
る
と

考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
わ
か
っ
て
き
て
い
る
限
り
で
は
、

フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
に
お
い
て
一
三
世
紀
前
半
と
一
九
世
紀
前
半
に
ナ

ツ
メ
ヤ
シ
が
分
布
し
て
い
た
地
域
は
、
ほ
ぼ
重
な
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た

地
域
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
木
々
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
連
続
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
近
現
代
の
標
高
図

【図１】ナポレオン地図におけるヤシの木の分布（機械学習を応用してナツメヤシ
の記号を識別するプログラミングによる結果。ヤシの木のマークは、カラーの四角
で囲まれている。©小澤泰生）
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と
対
照
さ
せ
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
事
象
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の

場
合
に
は
、
近
現
代
の
史
料
か
ら
時
代
を
遡
る
形
で
、
そ
の
変
化

の
過
程
を
追
う
必
要
が
あ
る）

21
（

。

　

も
う
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
家
に
と
っ
て
の
フ
ァ
イ
ユ
ー

ム
地
方
の
経
済
的
な
位
置
づ
け
を
行
政
面
か
ら
探
る
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
（
一
二
五
〇
│
一
五
一

七
）
に
お
け
る
地
方
の
県
行
政
官
職
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
タ
ー

ン
を
解
析
し
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
の
行
政
官
職
が
そ
の
中
に
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
同
王
朝
は
、

エ
ジ
プ
ト
を
複
数
の
県
に
分
け
、
そ
の
ト
ッ
プ
に
知
事
（
ワ
ー

リ
ー
）
を
据
え
た
。
知
事
の
職
務
は
、
主
と
し
て
、
治
安
、
灌
漑

設
備
の
維
持
管
理
、
徴
税
で
あ
り
、
各
県
の
財
源
を
掌
握
す
る
こ

と
が
第
一
の
責
務
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
知
事
職
と
同
様
に
重
要
で

あ
っ
た
の
が
、
灌
漑
設
備
の
調
査
官
職
（
カ
ー
シ
フ
）
で
あ
る
。

主
要
な
地
方
行
政
官
職
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
最

重
要
港
湾
都
市
で
あ
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
と
上
下
エ
ジ
プ
ト

各
々
に
据
え
ら
れ
た
総
督
職
（
ナ
ー
イ
ブ
）
が
あ
る
。
分
析
で

は
、
こ
れ
ら
の
行
政
官
職
の
任
官
記
録
を
追
い
、
こ
れ
ら
の
職
に

【図２】任官記録のデータ件数（©小澤泰生）



197　　限られた史料で何ができるか

就
い
た
人
物
と
こ
れ
ら
の
職
に
就
い
た
人
物
が
解
任
後
に
就
い
た
職
に
つ
い
て
の
情
報
を
年
代
記
史
料
か
ら
可
能
な
限
り
集
め
、
表
計
算
ソ
フ

ト
に
ま
と
め
た
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
解
析
す
る
【
図
２
】。
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
が
国
家
経
済
に
お
い
て
重
要
な
地
域
で
あ
れ
ば
、
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
行
政
官
職
の
配
置
に
何
ら
か
の
傾
向
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

年
代
記
史
料
に
は
膨
大
な
任
官
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
記
録
は
十
分
に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

現
代
社
会
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
解
析
法
を
歴
史
学
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
無
機
的
な
記
録
群

が
当
時
の
社
会
を
再
構
成
す
る
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。

四
　
今
後
の
課
題

　

本
共
同
研
究
は
環
境
史
と
い
う
枠
組
み
で
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、
今
後
の
課
題
は
、
第
一
に
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
を
社
会
経
済
史
研

究
の
蓄
積
に
接
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
と
い
う
一
地
方
で
見
ら
れ
た
農
業
生
産
の
変
化
等
が
、
一
四
か
ら
一

五
世
紀
の
疫
病
の
流
行
と
そ
れ
に
よ
る
人
口
減
少
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
で
の
農
業
技
術
の
向
上
や
新
大
陸
へ
の
進
出
に
よ
る
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
変
化
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
領
土
拡
大
と
い
っ
た
事
柄
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

で
あ
る
。
第
二
の
課
題
は
、
前
後
の
時
代
と
の
接
続
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
比
較
的
史
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
近
代
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
は
、
近
現
代
史
の
研
究
者
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
一
六
世
紀
か
ら
近
代
ま
で
を
も
視
野
に
入
れ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

＊　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
21
世
紀
財
団
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
助
成
（
二
〇
一
六
年
度
）
に
よ
る
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
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史
料

未
公
刊
史
料
（
エ
ジ
プ
ト
国
立
文
書
館
所
蔵
オ
ス
マ
ン
朝
の
検
地
台
帳
）

R
eg. 3001-000113: D

aftar Tarābīʻ W
ilāya Fayyūm

 w
a Bahnasāw

īya. R
eg. 3001-000113, R

ūznām
a, C

airo, D
ār al-W

athāʼiq al-Q
aw

m
īya.

R
eg. 3001-000115: D

aftar Tarābīʻ W
ilāya Fayyūm

 w
a Bahnasāw

īya. R
eg. 3001-000115, R

ūznām
a, C

airo, D
ār al-W

athāʼiq al-Q
aw

m
īya.

公
刊
史
料

A
l-N

ābulusī, A
bū ʻU

thm
ān al-Ṣafadī al-Shāfiʻī, Taʼrīkh al-Fayyūm

 w
a Bilādi-hi

（『
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
歴
史
』）. B

ernhard M
oritz

（ed.

）, C
airo, 

1898; repr. B
eirut, 1974.

D
escription de lʼÉgypt, ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant lʼexpédition de lʼarm

ée française

（『
エ

ジ
プ
ト
の
描
写
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
軍
の
遠
征
時
に
エ
ジ
プ
ト
で
な
さ
れ
た
観
察
と
研
究
の
集
成
』）. 20 vols.+3. Paris, 1809–18.

註（
1
）　

本
共
同
研
究
は
、
二
〇
一
四
年
度
に
科
学
研
究
費
助
成
事
業
、

挑
戦
的
萌
芽
研
究
の
助
成
（
二
〇
一
六
年
度
ま
で
の
二
年
間
）
を
受

け
て
開
始
さ
れ
た
。
二
〇
一
七
年
度
か
ら
は
Ｊ
Ｆ
Ｅ
21
世
紀
財
団
ア

ジ
ア
歴
史
研
究
助
成
（
二
〇
一
八
年
末
ま
で
）
を
受
け
て
い
る
。

（
2
）　

川
北
稔
「
自
然
環
境
と
歴
史
学

│
ト
ー
タ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
を

求
め
て
」『
岩
波
歴
史
講
座
世
界
史
１

│
世
界
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）、
一
〇
九
│
一
三
一
、
水
島
司
編

『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
挑
戦
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇

八
）、
二
│
六
。

（
3
）　

先
駆
的
論
集
と
し
て
、
柴
田
三
千
雄
ほ
か
編
『
歴
史
に
お
け
る

自
然
（
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問
い
１
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
八

九
）
や
梅
原
猛
ほ
か
編
『
講
座
文
明
と
環
境
』
全
一
五
巻
（
朝
倉
書

店
、
一
九
九
五
│
九
六
）
が
あ
る
。
ま
た
、
水
島
司
編
『
環
境
に
挑

む
歴
史
学
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
は
、
日
本
、
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
を
専
門
と
す
る
各
歴
史
学
者
に
よ
る

論
集
で
あ
り
、
環
境
史
を
め
ぐ
る
各
地
域
の
状
況
を
お
さ
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、
二
〇
一
二
年
に
は
ア
ジ
ア
歴
史
地
理
情
報

学
会
（
Ｇ
Ｉ
Ｓ
）
が
立
ち
上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
動
き
も
あ
っ
た
。

（
４
）　

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
著
・
浜
名
優
美
訳
『
地
中
海
』
全

五
巻
（
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
）。

（
５
）　

多
田
隆
治
『
気
候
変
動
を
理
学
す
る
（
新
装
版
）』（
み
す
ず
書

房
、
二
〇
一
七
）、
山
川
修
治
ほ
か
編
『
気
候
変
動
の
事
典
』（
朝
倉



199　　限られた史料で何ができるか

書
店
、
二
〇
一
七
）。

（
６
）　

中
東
・
北
ア
フ
リ
カ
地
域
を
対
象
と
し
た
環
境
史
論
集
と
し

て
、A

lan M
ikhail （ed

）, W
ater on Sand （O

xford, 2011

）
が
あ

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
論
集
の
編
者
の
ミ
ハ
イ
ル
の
著
書A

lan 
M

ikhail, N
ature and Em

pire in O
ttom

an Egypt (Studies in 
Environm

ent H
istory)  （C

am
bridge &

 N
ew

 York, 2011

）
も
刊
行

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
古
代
地
中
海
圏
（
主
と
し
て
ロ
ー
マ
期
）
の
環

境
史
論
集
で
あ
るW

illiam
 V. H

arris, The A
ncient M

editerranean 
Environm

ent betw
een Science and H

istory  （B
rill, 2013

）の
刊
行

も
見
ら
れ
た
。
ま
た
、Steffen Vogt et al., “A

ssessing the M
edieval 

C
lim

ate A
nom

aly in the M
iddle East: The Potential of A

rabic 
D

ocum
entary Sources,” PA

G
ES new

s 19, no.1 （2011

）: 28–29

が
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
時
期
、
環
境
史
研
究
が
活
況
を
帯
び
て

い
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
研
究
振
興
協
会
（
Ｄ
Ｆ
Ｇ
）
の
助
成
を
受

け
た
共
同
研
究
チ
ー
ム
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
中
東
・
北
ア
フ
リ

カ
地
域
の
環
境
に
関
わ
る
歴
史
的
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
公
開
す
る
な
ど

し
た
（https://w

w
w.tam

bora.org/index.php/site/index

﹇
最
終
ア

ク
セ
ス
日
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
二
日
﹈）。

（
７
）　

岩
崎
え
り
奈
編
「
特
集
１
・
ブ
ハ
イ
ラ

│
エ
ジ
プ
ト
の
潟
湖

地
域

│
ナ
イ
ル
・
デ
ル
タ
周
辺
地
域
の
学
際
的
な
ロ
ー
カ
ル
史
」

『
上
智
ア
ジ
ア
学
』
三
五
（
二
〇
一
七
）、
三
│
一
二
四
。

（
８
）　
『
気
候
変
動
の
事
典
』、
三
一
三
│
三
一
四
。

（
９
）　

太
平
洋
赤
道
域
の
西
側
と
中
央
部
か
ら
東
部
で
、
海
面
気
圧
が

数
年
周
期
で
シ
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
互
い
に
逆
位
相
で
変
動
す
る
現
象

を
南
方
振
動
（Southern O

scillation

）
と
呼
ぶ
。
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ

現
象
は
海
洋
側
に
、
南
方
振
動
は
大
気
側
に
生
じ
る
気
候
変
動
で
あ

る
が
、
両
者
は
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
大
気
と
海
洋
が
一
体
と

な
っ
た
一
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
エ
ン
ソ
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

『
気
候
変
動
の
事
典
』、
一
六
七
。

（
10
）　Fekri A

. H
assan, “H

istorical N
ile Floods and T

heir 
Im

plications for C
lim

atic C
hange, ” Science 212, no. 4499 

（1981

）: 1142–1145; idem
, “Extrem

e N
ile Floods and Fam

ines 
in M

edieval E
gypt 

（A
D

 930–1500

） and T
heir C

lim
atic 

Im
plications,”  Q

uaternary International 173–174 （2007

）: 101–
112; idem

, “N
ile Flood D

ischarge during the M
edieval C

lim
ate 

A
nom

aly, ” PA
G

ES new
s 19, no.1 （2011

）: 30–31. 

ナ
イ
ル
の
水

位
記
録
は
、
六
二
二
年
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
断
続
的
に
残
っ
て
お

り
、O

m
ar Toussoun, M

ém
oire sur l'histoire du N

il, 3vols. 

（C
airo,1925

）; W
illiam

 Popper,T
he C

airo N
ilom

eter. 
Studies in Ibn Taghri B

irdî's C
hronicles of Egypt: I 

（Los 
A

ngeles,1951

）
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）　Vogt et al., 

“Assessing the M
edieval C

lim
ate A

nom
aly.

” 

（
12
）　Stuart B

orsch, “ N
ile Floods and the Irrigation System

 in 
Fifteenth-C

entury Egypt, ” M
am

lūk Studies Review
4 （2000

）: 
131–145.

（
13
）　

ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
（
一
一
六
九
│
一
二
五
〇
）
の
官
僚
フ
ァ
フ

ル
・
ア
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ウ
ス
マ
ー
ン
・
ア
ン
ナ
ー
ブ
ル
ス
ィ
ー
が
ア

イ
ユ
ー
ブ
朝
君
主
サ
ー
リ
フ
の
命
を
受
け
て
行
っ
た
村
落
調
査
の
記
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録
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
ナ
ー
ブ
ル

ス
ィ
ー
著
『
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
の
歴
史
』

│
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
写
本
に

併
録
さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
朝
エ
ジ
プ
ト
統
治
初
年
の
徴
税
調
査
記
録
」

『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
八
九
（
二
〇
一
五
）、
八
二

│
八
三
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
最
近
、
Ｙ
・
ラ
ポ
ポ
ル
ト
と
Ｉ
・

シ
ャ
ハ
ル
に
よ
る
こ
の
史
料
の
英
訳
と
、
こ
の
史
料
に
基
づ
く
ラ
ポ

ポ
ル
ト
に
よ
る
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
た
。Yossef R

apoport and Ido 
Shahar, The V

illages of the Fayyum
: A

 Thirteenth-century 
R

egister of R
ural, Islam

ic Egypt (The M
edieval C

ountryside) 

（Turnhout, 2018

）; Yossef R
apoport, Rural Econom

y and Tribal 
Society in Islam

ic Egypt: A Study of A
l-N

abulusiʼs ʻVillages of 
the Fayyum

ʼ

（The M
edieval Countryside

） （Turnhout, 2018

）.

（
14
）　

オ
ス
マ
ン
朝
の
検
地
台
帳
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
砂
糖
か
ら
穀

物
へ

│
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
に
み
ら
れ
た
栽
培
作

物
の
転
換
」『
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
九
（
二
〇
一

七
）、
五
八
を
参
照
の
こ
と
。

（
15
）　Tsugitaka Sato, Sugar in the Social Life of M

edieval Islam
 

（Leiden, 2015

）, 27–30.

（
16
）　

拙
稿
「
砂
糖
か
ら
穀
物
へ
」
五
九
│
六
三
。

（
17
）　

拙
稿
「
砂
糖
か
ら
穀
物
へ
」
六
三
│
六
五
。

（
18
）　

髙
橋
氏
は
、
先
行
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
期
の
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
髙
橋
亮
介
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
期
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
を
い
か

に
捉
え
る
か

│
環
境
史
研
究
の
一
動
向
」『
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研

究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
九
（
二
〇
一
七
）、
三
二
│
四
四
。

（
19
）　

こ
の
問
題
を
追
究
す
る
に
は
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
に
関
す
る
生
態
学

的
な
知
識
を
得
る
必
要
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
差
し
当
た
っ

て
、
石
山
俊
・
縄
田
浩
志
編
『
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
（
ア
ラ
ブ
の
な
り
わ
い

生
態
系
２
）』（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
三
）
が
あ
る
。

（
20
）　

一
九
〇
八
│
一
〇
年
の
標
高
地
形
図
の
作
成
に
お
い
て
は
、
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
国
立
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
・

宇
宙
科
学
研
究
所
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
）
の
Ｓ
・
エ
ル
ベ
イ
氏
、
Ｓ
・
ザ

グ
ル
ー
ル
氏
と
共
同
で
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
佐
藤
将
氏
（
横
浜
市
立
大
学
）
の
協
力
を
得
て
進
め
て
い

る
。

（
21
）　

こ
の
際
に
参
考
に
な
る
の
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
近
現
代
を
専
門
と

す
る
加
藤
博
氏
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
で
あ
る
。
氏
は
、
近

代
の
豊
富
な
史
料
を
駆
使
し
て
、
デ
ル
タ
南
部
の
ミ
ヌ
ー
フ
ィ
ー
ヤ

県
ア
ブ
ー
・
ス
ィ
ネ
ー
タ
村
の
歴
史
を
近
代
か
ら
遡
っ
て
追
究
し
て

い
る
。
こ
の
研
究
は
研
究
ノ
ー
ト
「
エ
ジ
プ
ト
歴
史
研
究
と
地
理
情

報
解
析

│
「
死
ん
だ
川
」
を
め
ぐ
っ
て
」
と
し
て
現
在
執
筆
中
。

 

（
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
助
教
）


