
批
評
・
紹
介

吋
一
魯
純
一
社
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経
済
史
料
(
上
)
|
西
域
文
化
研
究
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二
|

西

域

文

化

研

究

禽

編

昭
和
三
十
四
年
三
月
法
蕨
館
夜
行
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4

本
文
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頁
文
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目
録
二

七
頁
圃
版
五

O
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文
摘
要
五
五
頁
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じ

め
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龍
谷
大
皐
西
域
文
化
研
究
舎
の
報
告
書
『
西
域
文
化
研
究
』
の
第
二
巻
が
出

た
。

一
九
五
八
年
に
出
た
第
一
巻
は
『
敦
爆
併
数
資
料
』
で
、
五
九
年
に
出
た

こ
の
第
二
巻
は

『
敦
煙
吐
魯
番
位
曾
経
済
資
料
(
上
)
』
と
題
す
る
。

一
九
四
八
年
、
大
谷
光
瑞
上
人
の
死
後
間
も
な
く
、
西
本
願
寺
の
倉
庫
の
中

か
ら
褒
見
せ
ら
れ
た
二
つ
の
木
箱
が
、
大
谷
探
検
隊
の
将
来
品
を
収
め
た
も
の

と
判
っ
て
、
「
調
査
研
究
の
た
め
に
」
龍
谷
大
挙
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て

五
三
年
に
な
っ
て
、
同
大
皐
閥
係
者
に
よ
っ
て
西
域
文
化
研
究
舎
が
組
織
せ
ら

れ
、
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
一
昨
年
に
な
っ
て
、
報
告
書
第
一
巻
が
世
に
お
く
ら

れ
た
。
そ
の
巻
で
は
敦
爆
古
寓
経
を
扱
か
い
、
こ
ん
ど
の
第
二
巻
で
は
古
文
書

を
扱
か
う
。
古
文
書
は
大
部
分
が
ト
ル
フ
7
Y
出
土
の
も
の
で
、
こ
れ
を
と
り

上
げ
た
四
篇
の
論
文
が
「
本
書
の
中
核
を
な
す
」
(
石
漬
純
太
郎
氏
「
は
し
が

き
」
四
頁
)
も
の
で
、
「
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
濁
特
の
性
格
と
意
味
と
を
認
め
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
物
語
る
前
に
、
拳
問
的
な
手
績
き
と
し
て
最
初
に
敦

短
文
書
を
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
上
)
と
い
う
の
で
、
ニ
篇
の
敦
建

関
係
の
論
文
が
は
じ
め
に
お
か
れ
る
。
判
っ
た
よ
う
な
判
ら
な
い
よ
う
な
論
理

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
燭
れ
る
。

以
下
、
所
収
の
論
文
を
、
各
人
が
手
わ
け
し
て
論
評
す
る
こ
と
と
す
る
が
、

巻
頭
の
「
千
併
巌
莫
高
窟
と
敦
短
文
書
」
は
ほ
か
の
研
究
論
文
と
は
性
質
の
ち

が
う
解
設
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
取
上
げ
な
い
。
(
藤
枝
尭
)

唐
末
五
代
の
敦
短
寺
院
佃
戸
関
係
文
書

ー
人
格
的
不
自
由
規
定
に
つ
い
て
|

仁

井

田

陸

敦
濯
に
は
十
七
の
寺
院
に
千
人
に
の
ぼ
る
信
尼
が
お
り
、
そ
の
大
俳
教
教
圏

を
支
え
る
た
め
に
、
寺
院
に
従
属
し
て
多
く
の
寺
戸
が
働
い
て
い
た
。
那
波
氏

の
研
究
に
な
る
梁
戸
や
磁
戸
も
そ
の
一
部
で
あ
る
が
、
仁
井
田
氏
の
こ
の
論
文

は
、
と
く
に
寺
廷
の
佃
戸
に
つ
い
て
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
関
係
文
書
を
一

整
理
し
、
法
制
史
的
立
場
か
ら
新
し
い
見
解
を
も
っ
て
そ
の
地
位
を
論
究
さ
れ
、
町
田

今
後
の
研
究
に
劃
す
る
一
つ
の
方
向
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一

先
ず
寺
戸
文
書
を
分
類
し
て
次
の
四
種
を
奉
げ
て
お
ら
れ
る
。
第
一
種
、
北

京
国
書
館
識
の
寺
戸
借
委
文
書
(
敦
爆
雑
録
所
収
)
。

第
二
種
、
ス
タ
イ
γ
本

(ω-H合
印
)
と
ベ
リ
オ
本
(
司
・
M
g
m
)
と
の
寺
戸
借
委
文
書
。
第
三
種
、
人

質
文
書
(
司
い

50)
と
奴
隷
賀
買
文
書

(
ω
-
S品目)
。
第
四
種
、
敦
建
寺
院
常

住
擁
護
文
書

(MM-N53
0
い
ず
れ
も
よ
く
い
ろ
ん
な
論
文
に
引
か
れ
た
重
要

な
文
書
で
あ
る
。
第
一
種
文
書
は
六
ケ
寺
の
寺
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
都
司
倉
か
ら
種

参
等
を
借
用
す
る
た
め
の
申
請
書
六
通
で
、
寺
戸
の
数
人
が
一
組
と
な
り
、
そ

の
代
表
者
「
陣
頭
」
に
よ
っ
て
申
請
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
種
の
う
ち

ス
タ
イ
ン
本
は
、
土
地
・
家
畜
寅
寅
謹
書
各

一通、

穀
物
借
用
謹
書
十
二
通
を

一
遁
と
す
る
も
の
で
、
氏
は
こ
こ
に
記
さ
れ
た
貸
借
傑
件
が
省
時
一
般
の
借
用

謹
書
と
費
り
な
い
こ
と
を
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
ベ
リ
オ
本
は
褒
莱
種
子
の
借
用
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書
で
、
寺
戸
が
所
属
外
の
寺
か
ら
借
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寺
戸
の
地
位
を
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
各
文
書
か
ら
、
寺
戸
は
経
済
的
に
地
主
た
る

寺
院
か
ら
濁
立
し
て
お
り
、
寺
戸
の
地
位
は
奴
隷
で
も
一庖
傭
人
で
も
な
く
、
佃

戸
(
小
作
人
)
、
少
な
く
と
も
佃
戸
を
含
む
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
第
三

種
の
文
書
類
に
よ
っ
て
、
寺
戸
の
な
か
に
は
自
ら
雇
傭
人
を
お
き
奴
隷
を
買
う

も
の
す
ら
あ
っ
た
事
寅
か
ら
、
寺
戸
は
陸
宣
公
奏
畿
に
出
て
く
る
よ
う
な
荘
園

地
主
の
「
私
嵐
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
第
四
種
文
書
は
異
っ
た

意
味
を
持
つ
。
こ
の
文
書
を
解
し
て
、
政
治
槌
カ
が
パ
ァ
ク
に
な
っ
て
寺
院
の

利
盆
を
擁
護
す
る
の
宣
言
と
さ
れ
た
。
と
く
に
宣
言
文
中
に
規
定
す
る
寺
戸
の

自
己
部
落
外
と
の
婚
姻
の
禁
止
は
、
傍
働
人
口
の
移
動
を
お
さ
え
寺
戸
を
荘
園

に
縛
り
つ
け
る
も
の
で
、
こ
れ
こ
そ
寺
戸
の
人
格
的
不
自
由
規
定
で
あ
り
、
五

代
宋
初
の
四
川
で
い
わ
れ
た
「
役
腸
数
世
」
の
朕
態
に
も
通
ず
る
も
の
と
さ
れ

た
。
序
言
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
論
文
で
寺
戸
の
地
位
の
決
定
を
行
な

お
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
多
く
の
問
題
を
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
第

三
種
ま
で
の
文
書
と
第
四
種
文
書
と
に
み
ら
れ
る
寺
戸
の
地
位
の
差
異
を
強
い

て
結
び
つ
け
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
時
代
的
に
は
古
代
か

ら
中
世
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
た
敦
爆
の
寺
戸
を
、
ど
う
と
ら
え
る
か
も
明
言
は

さ
れ
て
い
な
い
し
、
不
自
由
規
定
の
考
察
も
今
後
の
方
向
を
示
し
て
お
ら
れ
る

に
す
ぎ
な
い
。

問
題
は
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
大
局
的
な
把
握
へ
の
道
を
開
い

て
下
さ
っ
た
こ
と
に
射
し
て
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
事
寅
私
に
は
こ

の
論
文
か
ら
教
え
を
、
つ
け
る
院
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
二
三
の
貼

で
異
論
が
あ
る
の
で
、
述
べ
て
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
。

先
ず
、
翠
げ
ら
れ
た
文
書
の
年
代
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
麿
末
五
代
と
さ
れ

て
い
る
が
、
第
一
種
と
第
二
種
と
は
吐
蕃
占
領
時
代
の
文
書
で
あ
っ
て
、
そ
の

こ
と
は
、

ω
-
m
a
-
ω
・詮

N
-
ω
-
N
N由
そ
の
他
の
文
書
を
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
知
り
う
る
。
ま
た
第
一
種
文
書
に
記
す
「
教
授
」
は
吐
蕃
時
代
の
敦
爆

の
最
高
信
官
で
、
後
の
都
信
統
に
相
嘗
す
る
。
従
っ
て
、
都
司
倉
は
官
倉
で
は

な
く
、
都
司
(
宗
務
隠
)
の
倉
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
熱
か
ら
、
第
三
・

第
四
種
文
書
と
は
一
際
区
別
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
事
賀
、
信

官
制
度
に
お
い
て
は
吐
蕃
時
代
と
蹄
義
軍
時
代
と
で
か
な
り
相
違
し
、
蹄
義
軍

初
期
に
数
圏
の
機
構
改
革
を
行
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
記
す
文
書

(ω
・
5
会
〈
・
)

も
存
す
る
。
従
っ
て
、
寺
戸
の
組
織
な
ど
も
雨
時
代
で
は
後
化
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
寺
戸
の
図
頭
は
吐
蕃
時
代
に
し

か
あ
ら
わ
れ
な
い
し
、
こ
の
時
に
は
車
頭
、
さ
ら
に
は
寺
卿
と
呼
ぶ
寺
戸
取
締

り
役
か
と
思
わ
れ
る
寺
官
も
存
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
の
時
代
の
文
書
か

ら
は
寺
戸
の
名
檎
す
ら
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
梁
戸
磁
戸
な

ど
が
非
常
に
多
く
あ
ら
わ
れ
て
〈
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
寺
戸
を
一
律
に
扱

う
こ
と
に
不
安
を
感
ず
る
。
妄
見
を
御
批
正
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
と
思
っ
て

い

る

。

(

佐

一

沙

雅

章

)

- 96ー

佃
人
文
書
の
研
究

ー
唐
代
前
期
の
佃
人
制
|

藤

士
口

之

周

本
論
考
は
は
し
が
き
に
も
あ
る
と
お
り
、
績
く
諸
論
文
と
共
に
吐
魯
番
文
書

に
よ
る
研
究
で
、
本
書
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
給
田
文
書
・
退

団
文
書
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
第
作
を
紹
介
す
る
に
蛍

っ
て
も
、
の
ち
の
二
論
文
を
消
化
し
た
上
で
な
さ
る
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
そ

の
時
間
と
能
力
の
な
さ
か
ら
及
び
え
な
い
都
、
先
ず
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
以
下
大
槌
の
要
旨
を
述
ベ
ょ
う
。

佃
人
文
書
と
は
、
団
地
の
所
有
者
と
そ
の
所
有
額
、
さ
ら
に
自
佃
か
、
佃
人

に
よ
る
小
作
か
を
-
記
載
し
た
文
書
で
あ
る
。
先
ず
そ
の
形
式
に
は
次
の
四
種
が
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あ
る
。
第
一
種
は
所
有
者
、
畝
数
、
自
伯
、
佃
人
の
別
を
記
し
た
も
の
で
、
最

も
多
い
形
式
で
あ
る
。
第
二
種
は
右
の
外
に
四
至
の
記
載
が
あ
る
も
の
、
第
三

種
は
さ
ら
に
作
付
し
て
い
る
作
物
名
を
記
入
し
た
も
の
、
第
四
種
は
四
至
が
な

く
て
作
物
の
名
を
詳
細
に
記
す
も
の
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
式
に
よ
っ
て
文

書
の
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
般
的
に
は
第

一
種
が
古
く
て
則

天
時
代
の
も
の
が
多
く
、
第
四
種
が
新
し
い
形
式
で
、
第
二
種
第
三
種
は
そ
の

中
間
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
佃
人
文
書
は
壊
頭
が
作
成
し
て
鯨
に
具

申
し
た
も
の
で
あ
る
。
榎
頭
は
三
十
畝
か
ら
六
十
畝
位
の
土
地
を
管
鰭
し
て
そ

の
用
水
設
備
を
管
理
し
、
右
の
文
書
を
作
成
す
る
な
と
、
こ
の
地
方
で
は
政
治

的
祉
合
的
に
重
要
な
役
割
を
纏
っ
て
い
た
。
自
佃
・
佃
人
を
問
わ
ず
、
農
業
経

験
を
積
ん
だ
者
が
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
rc

次
に
佃
人
文
書
の
内
容
に
移
り
、
文
書
に
見
え
る
小
作
閥
係
を
宮
田

・
寺
田

・
百
姓
固
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
を
事
げ
て
分
析
を
加
え
ら
れ
た
。
官

，回
に
は
他
の
諸
州
と
同
じ
く
職
田
・
公
隣
国
・
屯
田
な
ど
が
あ
り
、
大
飽
佃
人

に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
、
地
子
(
小
作
料
)
が
収
納
さ
れ
、
公
隣
国
の
地
子
は
公

隈
本
銭
に
充
て
ら
れ
て
捉
銭
戸
に
よ
り
利
殖
が
圏
ら
れ
た
。
寺
田
で
は
自
佃
も

あ
っ
た
が
佃
人
に
委
ね
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
伺
人
文
書
の
中
で
百
姓
回
の
小

作
関
係
が
最
も
多
く
、
則
天
時
代
ご
ろ
か
ら
佃
人
制
が
盛
行
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
文
書
か
ら
計
算
し
て
佃
人
の
方
が
人
も
耕
作
面
積
も

自
佃
よ
り
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

百
姓
田
の
小
作
地
は
官
国
な

ど
に
比
較
し
て
小
さ
く
、
五
畝
以
下
が
大
部
分
で
あ
っ
た
と
い
う
。
自
佃
の
場

合
で
も
、
西
嶋
氏
ら
の
論
考
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
畝
激
は
少
な
い
。
こ
れ
は

土
地
の
細
分
化
と
い
う
純
だ
け
で
は
納
得
し
に
く
い
重
要
な
問
題
で
は
な
か
ろ

う
か
。
さ
ら
に
文
書
に
は
官
田
の
小
作
料
地
子
又
は
租
額
を
記
載
し
た
も
の
が

あ
り
、
粟
や
豆
の
場
合
、
蛍
時
の
中
圏
内
地
の
額
と
か
な
り
一
致
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

最
後
に
佃
人
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
、
併
せ
て
給
田
文
書
と
の
欄
係
に
及

ん
で
い
る
。
同
一
人
名
が
佃
人

・
給
回
雨
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、

、
均
田
農
民
が
佃
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
自
佃
粂
佃
人
も
存
し

た
。
そ
こ
で
、

班
給
地
が
遠
隔
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
の
西
嶋
氏
の
研
究
に
基

づ
き
、
自
佃
不
可
能
の
地
を
小
作
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
断
さ
れ
、
佃

人
制
愛
達
の
契
機
と
設
か
れ
て
い
る
。
ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
奴
隷

が
佃
人
と
し
て
官
田
や
百
姓
田
の
小
作
を
行
っ
て
い
た
。
他
方
、
宮
人
や
有
力

な
豪
族
た
ち
は
多
く
の
土
地
を
所
有
し
、
中
圏
内
地
の
よ
う
に
荘
園
に
褒
達
す

る
契
機
を
含
ん
で
お
り
、
佃
人
の
中
に
は
客
戸
も
存
し
て
い
た
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
。
最
後
に
、
吐
魯
番
文
書
の
中
の
佃
人
文
書
の
注
目
す
べ
き
貼
数
僚
を
列

事
し
、
こ
れ
ら
の
諸
貼
は
唐
代
の
佃
人
制
の
研
究
に
新
し
い
分
野
を
輿
え
て
く

れ
る
も
の
で
あ
る
と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

議
後
感
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
回
畝
が
極
め
て
零
細
で
あ
る
こ
と
、

主
佃
開
係

が
複
雑
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
高
畠
地
方
の
特
殊
性
に
注
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
な
お
、

三
三
六

一
統
文
書
(
九
四
頁
下
)
の
口
湯
観
は
、

そ
の
田
畝
敏

が
多
い
勲
か
ら
し
て
も
、
人
名
で
は
な
く
、
道
観
の
名
穏
で
あ
ろ
う
。

(
佐
一
沙
雅
章
)
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検
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篇
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は
一

O
O頁
、
後
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は
六

O
頁
、
新
史
料
を
駆
使
し
て
均
田
制
の
賓
態
と
性
格
に
直
接
迫
ろ
う
と
す

る
大
作
で
あ
る
。
し
か
も
内
容
は
均
田
制
施
行
否
定
論
に
た
い
す
る
全
面
的
反

論
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
優
に
一
篇
の
論

文
が
で
き
上
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
著
者
雨
氏
の
主
張
の
要
都
を

紹
介
し
、

二
・
三
の
感
想
を
お
り
ま
ぜ
る
に
止
め
る
ほ
か
は
な
い
。

ま
ず
雨
篇
と
も
前
半
は
各
文
書
の
形
式
、
全
文
、
綴
合
の
報
告
で
あ
る
。
こ

う
い
う
と
ま
こ
と
に
あ
っ
け
な
い
が
、
読
み
や
す
い
形
に
整
理
し
て
出
さ
れ
て

み
る
と
つ
い
忘
れ
が
ち
に
な
る
の
で
、
こ
の
種
の
面
倒
な
仕
事
に
ま
ず
敬
意
を

表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
c

つ
ぎ
に
各
文
書
の
性
質
、
年
代
、
地
域
お
よ
び
相

互
関
係
が
問
題
と
な
る
。
著
者
た
ち
の
見
解
の
一
致
し
た
と
こ
ろ
、
各
文
書
は

均
田
制
に
も
と
つ
く
班
回
収
授
の
事
務
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

返
田
・
依
田
雨
文
書
は
、
塁
正
か
ら
郷
官
を
経
て
際
街
に
提
出
さ
れ
た
牒
文
で

あ
り
、
そ
こ
で
一
段
ご
と
に
土
地
の
記
載
が
鴎
寓
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
行

聞
に
革
特
大
字
で
「
給
何
某
詑
」
と
書
き
い
れ
た
も
の
が
給
田
文
書
に
ほ
か
な

ら
ぬ
と
さ
れ
る
。
地
域
は
西
州
高
昌
勝
。
年
代
は
西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
唐
の
開
元

二
九
年
。

(
た
だ
し
西
村
氏
は
二
九
年
と
限
定
せ
ず
、
ま
た
一
連
の
絵
図
手
績

を
一

O
月
J
一
一
一
月
と
考
え
る
の
だ
が
、
退
団
文
書
に
は
四
月
の
文
字
が
見
え
、

若
干
喰
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。)

さ
て
こ
れ
ら
各
文
書
は
、
均
田
制
の
ど
の
よ
う
な
寅
態
を
示
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
な
り
た
ち
が
著
者
た
ち
の
い
う
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
文
書
そ
れ

自
践
が
還
援
の
寅
施
を
物
語
る
し
、
退
団
文
書
の
一
地
段
と
同
じ
も
の
が
、
給

国
文
書
の
な
か
で
他
の
戸
に
給
援
さ
れ
て
い
る
寅
例
も
あ
る
。
ま
た
依
田
文
書

か
ら
作
製
し
た
丁
数
別
依
田
額
表
(
雨
氏
の
表
の
あ
い
だ
に
敏
値
の
不
一
致
が

多
い
の
は
、
作
製
手
績
と
数
字
慮
理
に
原
因
が
あ
る
ら
し
い
)
に
お
い
て
、
丁

数
と
そ
れ
ぞ
れ
の
最
低
依
田
額
、
卒
均
依
田
額
の
封
比
は
、
ほ
ぽ
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
て
お
り
、
最
大
依
田
額
の
み
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
殊
な

ば
あ
い
を
の
ぞ
き
、
均
田
制
が
「
大
鰻
虞
面
白
に
賓
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
」

(
一
寺
崎
町
一
)
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
西
村
氏
の
主
張
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

均
田
制
の
質
施
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
令
を
思
い
あ
わ
せ
て
、
す
ぐ
一
連
の
問

題
が
頭
に
浮
ぶ
。
そ
の
第
一
は
、
四
至
記
載
そ
の
他
に
口
分
田
の
文
字
が
見
え

る
の
に
、
還
援
さ
れ
た
退

・
給
爾
文
書
の
す
べ
て
の
地
段
が
、
永
業
団
も
し
く

は
そ
う
と
推
定
し
て
譲
り
な
い
と
思
わ
れ
る
黙
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
議
想
さ
れ

る
い
く
つ
か
の
反
問
へ
の
解
答
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
ば
あ
い
永
業

回
は
、
西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
還
援
地
た
る
こ
と
に
お
い
て
、
西
村
氏
に
よ
れ
ば
さ

ら
に
樹
木
栽
培
地
で
な
く
食
糧
生
産
地
で
あ
っ
た
黙
に
お
い
て
、
寅
質
上
口
分

田
と
同
一
物
で
あ
っ
た
。
で
は
何
故
に
日
分
で
な
く
永
業
と
さ
れ
た
の
か
。

一

鐙
、
戸
毎
の
依
・
退
・
給
回
額
の
卒
均
値
は
互
に
近
似
し
、
す
べ
て
田
令
の
臨
応

援
団
額
に
比
し
て
は
な
は
だ
僅
少
で
あ
る
。
も
し
回
令
の
還
援
基
準
額
が
適
用

さ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
依
田
額
の
僅
少
さ
は
退
田
額
の
僅
少
さ
と
矛
盾
す
る

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
れ
は
還
援
が
、
各
戸
の
均
団
地
の
一
部
分
に
つ
い
て
の

み
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
全
部
に
つ
い
て
田
令
の
臨
応
援
額
を
下
廻
る
、

別
個
の
基
準
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
著
者
た
ち

は
、
現
存
す
る
こ
の
地
方
の
唐
代
戸
籍
の
己
受
田
額
も
同
様
に
零
細
で
あ
る
こ

と
を
参
照
し
て
、
後
者
の
ケ
l
ス
こ
そ
寅
情
で
あ
っ
た
と
考
え
、
こ
れ
ら
巳
受

田
額
が
す
べ
て
田
令
の
懸
援
永
業
団
額
以
下
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
還
援
地
が

永
業
田
と
さ
れ
た
理
由
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
地
方
濁
自
の
依
田
額

算
定
基
準
は
幾
何
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
氏
は
こ
れ
を
後
考
に
の

こ
し
、
西
村
氏
は
一

O
畝
と
推
定
し
、
か
っ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
給
田
は
行

わ
れ
た
が
、
か
か
る
低
い
基
準
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
依
田
額
す
ら
、
完
全
に

は
充
足
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
唐
代
幾
民
の
再
生
産
に
と

- 98ー



つ
て
の
「
均
田
制
の
意
義
L

を
、
西
村
氏
は
か
な
り
限
定
的
に
み
る
わ
け
で
あ
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だ
が
こ
の
よ
う
な
設
明
だ
け
で
は
、
永
業
団
が
還
授
の
針
象
と
さ
れ
た
こ
と

の
説
明
と
し
て
十
分
で
な
い
。
そ
こ
で
西
村
氏
は
北
貌
の
ば
あ
い
貌
書
食
貨
志

に
「
諸
地
狭
之
慮
:
:
・則
以
其
家
桑
田
、
第
正
回
分
、
叉
不
足
、
不
給
倍
回
、

叉
不
足
、
家
内
人
別
減
分
:
:
:
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
、
「
狭
郷
化
が
す
す
め
ば

永
業
団
と
ロ
分
回
と
の
匡
別
は
消
滅
し
て
も
、
な
お
そ
の
う
え
に
公
権
の
干
渉

が
貫
徹
さ
れ
る
可
鴨
性
が
み
と
め
ら
れ
る
」
(
一
一
E
)

と
指
摘
し
、
さ
ら
に
唐
戸

冷
感
分
保
注
に
「
其
父
租
永
業
団
及
賜
田
亦
均
分
、
口
分
田
町
准
丁
中
老
小
法
、

若
田
少
者
、
亦
依
此
法
箆
分
」
と
あ
る
の
に
着
目
し
て
、
「

ωの
部
分
は
寛
郷
に

お
け
る
一
般
規
定
で
あ
る
が
、

ωの
部
分
は
狭
郷
規
定
で
、
土
地
の
す
く
な
い

地
域
で
も
父
祖
の
永
業
は
均
分
し
、
均
分
の
結
果
、
嘗
郷
の
基
準
額
に
て
ら
し

て
各
自
の
口
一
分
に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
各
自
の
口
分
回
は
丁
中
老
小

の
法
に
よ

っ
て
収
援
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
(
医
院
)
と
考
え
る
。

こ
の
と
こ
ろ
や
や
説
明
不
足
の
感
が
あ
り
、
永
業
回
の
保
有
お
よ
び
均
分
相
績

と
、
各
郷
の
基
準
額
お
よ
び
丁
中
法
に
よ
る
班
回
収
援
の
か
み
合
せ
が
、
も
う

一
つ
よ
く
の
み
こ
め
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
西
村
氏
が

「此
法
」
を
均

分
法
お
よ
び
丁
中
法
と
解
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
そ
う
し
て
氏
が
こ

こ
に
い
た
っ
て
い
い
た
い
こ
と
は
、
い
か
な
る
狭
郷
で
も
、
低
い
基
準
と
不
完

全
な
給
固
に
止
ま
っ
た
と
は
い
え
、
と
も
か
く

「
均
田
制
は
丁
中
法
に
準
援
し

て
徹
底
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
仁
井
田
博
士
の

「
中
園
で
は
、
皇
帝
の
支
配
植
を
根
底
に
考
え
、
買
回
ま
で
受
田
と
考
え
る
」

と
い
う
指
摘
、
ま
た
宮
崎
博
土
の
、

唐
代
の
人
民
の
負
婚
は
す
べ
て
カ
役
一
本

に
換
算
で
き
る
と
い
う
指
摘
を
あ
わ
せ
考
え
て
、
律
令
政
治
と
均
田
制
に
「
専

制
君
主
の
個
別
的
直
接
的
人
身
支
配
の
原
理
」
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ

と
、
こ
れ
が
西
一
村
氏
の
論
文
の
も
っ
と
も
主
要
な
論
黙
の
一
つ
で
あ
る
左
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
西
嶋
氏
は
唐
戸
令
態
分
保
注
の
「
此
法
」
を
丁
中
法
と

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
僚
の

ωの
部
分
を
狭
郷
で
は
永
業
回
も
了
中
法
の

針
象
と
な
る
と
い
う
意
味
に
解
園
押
す
る
。
つ
ま
り
西
村
氏
よ
り
も
い
っ
そ
う
簡

明
直
裁
に
、
狭
郷
で
は
永
業
団
も
相
績
さ
れ
ず
、
ま
っ
た
く
口
分
固
と
異
ら
な

か
っ
た
が
、
こ
れ
は
鷹
令
で
は
っ
き
り
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
唐
令
の
理
解
は
、
永
業
回
の
還
授
と
い
う

事
貫
を
と
き
あ
か
す
の
み
で
な
く
、
こ
の
地
方
の
均
四
制
施
行
状
況
が
、
車
な

る
特
殊
事
例
で
は
な
く
、
内
郡
と
も
共
通
し
て
唐
令
に
従
っ
た
結
果
に
ほ
か
な

ら
ぬ
と
・
い
う
主
張
の
根
擦
と
も
さ
れ
て
い
る
。
各
地
方
毎
に
施
行
細
則
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
西
村
氏
の
見
解
も
、

こ
の
駄
で
は
西
嶋
氏
と
等
し
い
。

し
か
し
な
お
問
題
は
あ
る
。
か
か
る
零
細
な
回
額
で
は
農
民
の
再
生
産
は
不

可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
一
戸
の
保
有
地
が
、
経
管
不
可
能
な
ほ
ど
遠
距
離
に
散

在
し
て
い
る
。
こ
の
疑
問
を
と
く
の
は
、
農
民
相
互
間
の
佃
作
と
、
か
な
り
ぼ

う
大
と
推
定
す
べ
き
官
回
・
寺
田
等
の
倒
作
以
外
に
は
な
い
。
こ
の
佃
作
関
係

の
研
究
は
、
佃
人
文
書
を
据
賞
し
た
周
藤
吉
之
氏
の
論
文
に
譲
ら
れ
て
い
る
が
、

雨
氏
が
こ
の
佃
作
関
係
に
下
し
た
史
的
意
義
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
永
業
団
の

還
援
に
つ
い
て
の
爾
氏
の
見
解
の
相
違
と
関
連
し
て
、
こ
こ
で
も
重
要
な
相
濯

を
示
し
て
い
る
の
で
、
一
言
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
嶋
氏
は
佃
作
閥

係
を
ふ
く
め
て
、
内
郡
と
溢
境
を
と
わ
ぬ
均
田
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
想
定
す
る
。

す
な
わ
ち
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
再
生
産
可
能
以
下
の
援
回
と
官
回
佃
作
を
組
合

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
制
も
維
持
さ
れ
、
園
家
の
土
地
選
援
・
租
調
収
取

な
ど
強
力
な
農
民
支
配
も
可
能
と
な
り
、
径
役
は
ま
た
水
利
滋
甑
等
に
投
入
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
重
要
な
一
環
と
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
た
い
し
西
村
氏
は
、
佃
作
関
係
が
均
田
制
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上

の
ウ
エ
イ

ト
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
こ
の
欣
態
を
、
均
四
位
制
の
動
揺
と
危
機

の
表
現
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
最
後
の
問
題
だ
が
、
以
上
の
よ
う

に
相
違
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
雨
氏
の
行
論
に
と
っ
て
致
命
的
な
障
害
と
な
る

の
は
、
か
つ
て
西
川
正
夫
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
自
回
存
在
論
で
あ
る
。
そ

こ
で
西
嶋
氏
の
論
文
は
、
敦
爆
戸
籍
の
検
討
に
論
及
し
、
四
至
記
載
は
同
一
時

鮎
の
現
貨
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
「
自
回
」
は
必
ず
し
も
そ
の
戸
の
自
国

を
意
味
し
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
、
む
し
ろ
そ
れ
は
敦
爆
で
も
迷
授
が
質
施
さ

れ
て
い
た
こ
と
の
例
謹
に
な
る
と
し
て
い
る
。

な
お
そ
の
他
に
も
興
味
あ
る
問
題
は
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
文
書
に
猫
特
の

田
種
の
記
載
で
あ
り
、
西
村
氏
は
、
常
国
を
良
質
の
小
額
の
土
地
で
、
恒
常
的

に
作
物
を
栽
培
で
き
る
土
地
、
部
回
は
回
初
回
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
劣
悪
な
土

地
、
前
回
と
か
薄
田
、
あ
る
い
は
議
回
と
か
桃
回
等
は
、
基
本
と
な
る
常
・
部

固
と
は
別
種
の
回
種
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
二
八
六
二
披
文
書
に
「
演

回
折
常
田
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、
各
国
種
聞
に
は
一
定
の
換
算
が
行
わ
れ
、

部
回
の
一
、
二
、
三
日
制
の
注
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
閥
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
基
準
額
の
推
定
も
む
つ
か
し
く
な
っ
て
く
る
。

だ
が
こ
れ
ら
の
熱
は
、
一
切
省
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
研
究
の
中
心
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
著
者
た
ち
の
主
張
す
る
均
田
制
の
貧
態
と
性
格
に
あ
る
。
永

業
回
が
「
基
本
的
に
は
い
わ
ゆ
る
私
的
土
地
所
有
の
一
定
度
の
確
立
を
前
提
と

し
」
(
謂
叫
一
時
也
、
底
令
で
無
期
永
代
的
性
格
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
の
所
有
が
図
家
権
力
に
媒
介
さ
れ
て
お
り
、
日
分
田
と
ま
っ
た
く
別

個
の
自
律
的
私
有
の
範
鴎
と
し
て
存
在
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
近
代
以
前
の

中
園
祉
舎
を
考
え
る
と
き
、
蛍
然
認
め
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
問
題
は
結
局
、
そ
の
一
定
度
の
私
有
的
性
格
の
形
成
と
、
園
家
の
土
地
所
有

関
係
へ
の
介
入
が
、
い
か
な
る
社
曾
・
経
済
的
諮
関
係
、
と
り
わ
け
生
産
的
基

礎
に
も
と
つ
い
て
い
た
か
に
鯖
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
ば
あ
い
に
は
、
個
々

の
農
民
の
再
生
産
過
程
に
不
可
依
の
環
と
し
て
喰
、
込

ん
で
い
る
官
田
佃
作
、
水
利
摘
出
甑
と
絡
役
の
問
題
が
と
く
に
重
要
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
佃
作
閥
係
を
均
田
佳
制
と
性
質
を
異
に
す
る
、
そ
の

動
揺
と
危
機
の
表
現
と
み
る
西
村
氏
の
見
解
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
佃
作

関
係
と
は
別
個
の
形
で
、
均
田
制
が
危
機
に
遭
遇
し
つ
つ
、

な
お
氏
の
い
う
個

別
人
身
的
支
配
と
し
て
貫
徹
さ
れ
得
た
、
そ
の
諸
篠
件
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
、
西
嶋
氏
の
H
メ
カ
ニ
ズ
ム

μ
は
一
つ
の
解
答
を
出
し

て
い
る
と
い
え
る
が
、
前
引
の
唐
戸
令
を
た
と
え
著
者
の
よ
う
に
解
揮
で
き
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
、
内
郡
に
は
狭
郷
が
多
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
い

う
推
定
を
結
び
つ
け
る
だ
け
で
、
氏
の
い
う
H
メ
カ
ニ
ズ
ム
μ
"

を
均
田
制
一
般

に
安
蛍
す
る
と
即
断
す
る
こ
と
に
は
、

な
お
問
題
が
の
こ
る
と
い
わ
ぎ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
新
し
い
研
究
に
は
、
吐
魯
番
文
書
か
ら
く
る
時
期

的
と
地
域
的
の
制
約
が
、
兎
れ
が
た
く
あ
る
。
新
附
の
圏
、
限
ら
れ
た
農
耕
地
、

水
利
潜
瓶
設
備
の
完
備
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
生
産
、
そ
こ
へ
劉
り
こ
ん
だ
大

量
一
の
官
回
・
寺
田
、
純
然
た
る
農
業
地
櫛
で
な
く
天
山
北
路
の
要
衝
に
位
す
る

地
理
的
性
格
(
謀
議
敵
)
等
々
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
西
嶋
氏
は
、
こ
こ
か
ら
得

ら
れ
た
結
論
を
、
敦
爆
に
仲
介
さ
せ
て
、
内
郡
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
に
力
を
注

い
で
い
る
。
そ
れ
は
な
お
今
後
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

だ
が
と
も
あ
れ
唐
代
農
民
の
多
角
的
な
再
生
産
過
程
が
こ
れ
ほ
ど
明
か
に
さ

れ
た
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
な
か
っ
た
。
永
業
と
口
分
、
諸
種
の
佃
作
、
水
利
潜

瓶
等
、
ど
の
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
均
回
程
制
に
止
ま
ら
ず
、

唐
宋
時
代
の

祉
舎
経
済
史
の
厚
い
壁
に
ぎ
り
こ
む
貴
重
な
手
掛
り
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
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¥
こ
の
二
篇
の
大
作
が
推
進
し
た
研
究
水
準
の
高
ま
り
が
、
新
た
な
形
で
新

た
な
問
題
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
爾
氏
の
研
究
の
債
値
を
滅

す
る
も
の
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
韓
が
貴
重
な
貢
献
で
あ
る
こ
と
を

物

語

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

(

河

地

重

造

)

吐
魯
番
出
土

北
館
文
書

ー
中
園
騨
俸
制
度
史
上
の
一
資
料
|

大

庭

f惰
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交
遜
制
度
は
、
中
央
政
府
の
意
志
・
命
令
の
速
や
か
な
停
達
、
地
方
の
動
勢

の
把
揮
、
更
に
は
一
旦
緩
急
あ
る
場
合
の
軍
隊
の
総
迭
等
に
重
要
な
役
割
を
果

す
統
一
園
家
に
於
け
る
中
央
集
権
的
制
度
の
一
部
円
で
あ
る
。
中
園
に
於
い
て

は
所
謂
騨
俸
制
度
が
と
ら
れ
、
騨
俸
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
資
格
、

利
用
目
的
等
に
よ
っ
て
制
限
が
設
け
ら
れ
て
違
反
者
に
劃
す
る
慮
罰
等
に
つ
い

て
も
法
規
に
明
文
が
存
し
た
。

中
園
奮
祉
舎
の
統
一
園
家
た
る
漢
・
唐
の
騨
俸
制
度
に
つ
い
て
は
、
諸
国
口
重

図
氏
、
青
山
定
雄
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
論
考
が
あ
り
、
演
口
氏
の
は
、
各
豚

奴
に
あ
っ
た
俸
舎
と
呼
ば
れ
る
宿
泊
設
備
に
つ
い
て
論
じ
、
青
山
氏
の
は
唐
の

騨
制
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
り
癖
合
と
呼
ば
れ
る
宿
泊
設
備
に
つ
い
て
詳
細
な

考
究
を
さ
れ
て
居
る
。

大
庭
氏
の
こ
の
論
考
は
三
節
よ
り
成
り
、
一
節
は
漢
代
の
制
度
特
に
停
舎
に

つ
い
て
の
概
毅
，に
さ
か
れ
、
二
節
は
唐
代
の
制
度
の
概
観
で
あ
り
、
三
節
が
論

考
の
題
目
と
な
っ
て
い
る
「
北
館
文
書
」
の
紹
介
・
考
究
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

氏
は
漢
代
に
俸
舎
の
他
に
厨
俸
と
呼
ば
れ
あ
宿
泊
設
備
の
存
在
し
た
こ
と
に
注

意
さ
れ
、
更
に
二
節
で
騨
舎
の
他
に
館
扉
と
呼
ば
れ
る
宿
泊
設
備
の
存
在
し
た

こ
と

l
館
に
つ
い
て
は
、
通
典
的
品
郷
官
の
他
に
は
園
仁
「
入
唐
求
法
巡
躍
行
記
」

に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
に
す
ぎ
な
い
ー
を
注
意
さ
れ
、
二
節

の
終
末
の
部
分
で
、
「
な
お
節
を
改
め
る
前
に
大
臓
な
候
訟
を
述
べ
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
、
騨
舎
が
ブ
唐
に
お
い
て
屡
々
惇
舎
と
よ
ば
れ
た
こ
と
は
青
山
教

授
を
始
め
多
く
の
人
の
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
確
か
に
唐
の
騨
舎
は

漢
の
停
舎
の
流
れ
を
つ
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
私
は
唐
の
館
は
漢
の

厨
の
流
れ
を
つ
い
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
:
:
:
最
も
筒
墜
に
云
え
ば
、

厨
停
か
ら
館
騨
へ
の
流
れ
が
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
傾
聴
す

べ
き
仮
設
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
騨
俸
制
度
上
に
於
い
て
宿
泊
設
備
の
運
営
に
つ
い
て
の
資
料
は

比
較
的
少
く
、
殊
に
唐
の
館
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
ご
と
き
扶
態
で
あ
る
。
一一一

節
に
紹
介
さ
れ
た
文
書
は
、
そ
の
少
い
資
料
の
一
で
あ
り
、
唐
高
宗
の
儀
鳳
二

年
(
六
七
七
)
十
月
末
か
ら
十
一
月
二
十
三
日
頃
迄
の
日
付
を
も
っ
、
北
館
と

呼
ば
れ
る
騨
館
と
西
州
都
督
府
の
聞
に
往
復
さ
れ
た
癖
館
用
の
柴
醤
の
代
債
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
書
は
中
村
不
折
氏
獄
の
三
遁
|
中
村
一
・
二
・
三
披

|
と
大
谷
探
検
隊
将
来
の
二
八
四
一
・
四
九

O
五
・
四
九
三

0
・
二
八
四
二
・

四
九
二
一
・
一
回
二
了
一

O
三
二
等
で
あ
り
、
こ
の
文
書
を
整
理
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
騨
館
で
使
用
す
る
柴
醤
の
代
債
は
、
関
典
の
手
に
よ
っ
て
提
供
者
の
名
、

提
供
数
量
等
を
記
し
た
支
排
請
求
が
豚
に
提
出
さ
れ
、
勝
令
の
手
を
経
て
都
督

府
に
迭
ら
れ
る
。
都
督
府
で
は
市
司
に
命
じ
て
代
債
を
幾
何
に
す
べ
き
か
を
定

め
さ
せ
、
市
司
の
答
申
を
ま
っ
て
支
梯
を
豚
に
命
ず
る
と
い
う
手
績
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
市
司
が
、
そ
の
答
申
な
し
に
は
代
債
の
支
排
が
行
わ
れ
な
い

と
い
う
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

以
上
が
大
庭
氏
の
資
料
操
作
の
明
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
唐
代
に
お

け
る
館
の
運
管
の
寅
態
の
一
斑
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。
断
片
的
な
史
料
に
よ
っ
て
し
か
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
時
代
の
制
度
の
寅

態
の
考
究
に
と
っ
て
「
史
料
操
作
」
と
い
う
基
礎
的
な
作
業
が
寸
分
も
ゆ
る
が
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せ
に
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ね
づ
ね
言
わ
れ
も
し
、
感
じ
て
も
居
る

私
に
と
っ
て
、
氏
の
論
考
は
よ
い
手
本
に
な
っ
た
。
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
は

あ
る
が
紙
上
を
借
り
て
お
艦
申
し
あ
げ
る
。

な
お
、
氏
が
二
節
に
於
い
て
提
出
さ
れ
た
限
設
に
つ
い
て
、
こ
の
仮
設
が
氏

自
ら
の
手
に
よ
っ
て
更
に
深
め
ら
れ
ん
こ
と
を
筆
者
の
註
文
と
し
て
附
し
て
お

く
。

(
横
山
裕
男
)

詑
谷
大
事
所
蔵
大
谷
探
検
隊
将
来
吐
魯
番
文
書
素
描

小

笠

原

宣

秀

龍
谷
大
皐
所
蔵
の
西
域
文
書
は
、
こ
の
書
評
の
は
じ
め
に
述
べ
た
様
な
事
情

で
同
大
皐
の
手
に
蹄
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
総
数
は
お
お
よ
そ
七
、
七

O

O
貼
あ
り
、
う
ち
漢
文
文
書
は
四
、
八
三

O
黙
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
部

分
は
ト
ル
フ
7

ン
地
方
で
大
谷
探
検
隊
が
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九

O
二

|
一
四
年
間
に
前
後
三
回
の
探
検
の
聞
に
、
こ
の
地
方
を
除
は
都
合
六
回
訪
れ

た
。
ほ
か
に
第
一
回
探
検
除
は
ク
チ
ャ
で
相
首
量
の
古
文
書
を
入
手
し
、
そ
れ

も
穏
大
所
蔵
ロ
聞
の
中
に
含
ま
れ
る
。

本
品位
に
扱
か
わ
れ
る
「
北
館
文
書
」
の
ほ
か
、
「
兵
役
文
書
」
「
休
胤
文
書
」

等
は
第
二
回
探
検
の
獲
得
口
聞
と
判
断
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
閥
濯
の
あ

る
文
書
が
、
書
道
博
物
館
や
西
北
科
皐
考
察
幽
の
得
る
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
注
目
せ
ら
れ
る
。
第
三
回
探
検
隊
が
古
墳
墓
を
設
掘
し
た
際
に
は
、
ミ
イ
ラ

の
下
敷
や
着
衣
・
副
葬
品
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
文
書
を
獲
た
が
ア
ン
ペ
ラ
の

痕
が
あ
っ
た
り
、
何
か
の
形
に
切
っ
て
あ
っ
た
り
す
る
も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ

も
股
紙
を
利
用
し
た
も
の
で
、
中
に
は
高
昌
園
時
代
の
も
の
も
あ
る
。
副
葬
品

の
中
に
は
告
身
や
狭
書
な
ど
が
あ
る
。

う
っ
か
り
読
む
と
、
た

r
の
「
素
描
」
で
し
か
な
い
論
文
で
あ
る
が
、
古
文

書
の
断
片
を

一々
…
隊
員
の
放
行
記
に
照
合
し
、
あ
る
い
は
生
残
り
の
隊
員
の
記

憶
を
呼
起
さ
せ
な
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
持
っ
て
来
る
に
は
、
眼
に
見
え
な
い
苦

第
が
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
記
録
で
あ
る
。
(
藤
枝
晃
)

お

わ

り

以
上
の
七
篇
の
論
文
の
あ
と
に
、
「
姻
賢
雄
西
域
旋
行
日
記
(
ご
」
(
四
一
頁
)
、

「
中
央
ア
ジ
ア
研
究
文
献
目
録
(
和
文
編
)
」
(
横
組
二
七
頁
)
、
英
文
梗
概
五
五
頁

が
つ
く
。

「
堀
日
記
」
は
、
第
一
回
探
検
隊
員
で
あ
っ
た
同
氏
の
自
筆
日
記
で
あ
る
が
、

『
新
西
域
記
』
編
輯
の
と
き
に
は
洩
れ
て
い
て
、
後
に
な
っ
て
そ
の
存
在
が
知

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

行
を
と
も
に
し
た
渡
港
哲
信
氏
の
日
記
(
『新

西
域
記
』
上
巻
所
収
)
と
相
補
っ
て
、
第
一
回
探
検
の
あ
と
を
知
る
べ
き
貴
重

な
記
録
で
あ
る
。

以
上
が
本
書
の
全
貌
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
書
の
編
輯
の
手
際
、
方
針
、
乃

至
は
セ
ン
ス
と
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。

本
書
第
一
舎
の
編
鵜
が
不
手
際
至
極
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
偏
に
こ
れ
が
皐
舎

の
機
関
誌
で
も
編
輯
す
る
様
な
気
楽
さ
で
岬
局
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
。
第

二
巻
で
は
か
な
り
見
直
し
て
は
来
だ
け
れ
ど
も
、
第
一
巻
に
見
ら
れ
た
悪
い
面

は
ま
だ
濃
厚
に
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
そ
れ
の
百
六
位
的
な
現
わ
れ
を
示
そ
う
。

本
書
の
「
中
核
」
と
い
う
ト
ル
フ
ァ
ン
関
係
の
論
文
は
、
佃
人
、
給
回
、
依

田
、
北
館
と
い
う
順
に
並
ん
で
い
る
が
、
こ
の
順
序
が
ま
ず
落
着
き
が
悪
い
。

編
緯
者
に
は
編
斡
者
の
方
針
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
で
き
た
論
文
の
内
容

か
ら
い
う
と
、
給
回
、
依
田
、
佃
人
、
北
館
と
並
ん
だ
方
が
話
の
筋
が
遜
る
。

そ
し
て
、
絵
図
と
依
田
と
は
、
議
論
に
重
複
が
あ
る
上
に
園
表
ま
で
似
た
様
な

も
の
を
幾
つ
も
重
複
し
て
讃
ま
さ
れ
る
の
で
は
耐
ら
な
い
。
こ
う
い
う
黙
は
、

-102ー
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編
輯
以
前
に
、
研
究
の
段
階
で
然
る
ベ
〈
計
霊
を
立
て
る
べ
き
事
が
ら
で
あ
る

が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
編
輯
者
の
技
術
的
庭
理
に
よ
る
調
整
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
溢
は
本
書
の
「
中
核
」
で
あ
る
だ
け
に
、
右
の
様
な
不
手
際
が
せ
っ
か
く

の
出
来
祭
を
著
る
し
く
減
貼
す
る
。

小
さ
く
見
え
て
大
き
い
不
手
際
は
「
吐
魯
番
文
書
素
描
」
の
扱
か
い
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
本
シ
l
リ
l
ズ
は
大
谷
探
検
隊
の
成
果
の
正
式
皐
術
報
告
書
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
ま
ず
第

一
巻
の
冒
頭
に
、
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
ト
ル
フ
ァ

γ
文

書
と
敦
建
寓
経
と
の
概
観
を
の
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
論
は
、
つ

r
い
て
現

わ
れ
る
べ
き
研
究
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
爾
後
の
方
向
を
示
し
て
、
旗
峨
を
鮮

明
に
す
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
も
っ
。
骨
局
経
と
文
書
と
、
性
質
が
遣
う
と
い

う
な
ら
、
こ
の
論
文
は
第
二
巻
の
冒
頭
に
掲
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
場

合
は
、
連
績
し
た
第
二
、
三
品
位
を
通
じ
て
の
標
機
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
。
編

者
の
態
度
は
「
初
め
を
軽
く
、
終
り
を
重
く
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な

さ
そ
う
で
あ
る
。
も
し
、
軽
く
ま
と
め
よ
う
と
考
え
て
の
庭
理
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
考
え
方
は
宜
し
く
な
い
。
看
板
や
シ
ョ

l
ウ
ィ

γ
ド
ウ
は
裏
口
に
つ
け
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

こ
L

で
、
私
が
は
じ
め
に
保
留
し
て
お
い
た
、
ト
ル
フ
ァ

γ
文
書
と
敦
煙
文

書
と
の
編
者
の
見
方
に
つ
い
て
の
疑
問
を
と
り
上
げ
た
い
。
「
は
し
が
き
」
の
文

面
で
は
、
ト
ル
フ

7
γ

文
書
と
敦
短
文
書
と
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
何
だ
か
と
り
と
め
の
な
い
説
明
で
あ
る
が
、

意
を
以
て
肘
度
す
る
と
、
「
扇
群
の
文
書
は
逢
っ
た
面
も
あ
る
し
、
共
通
す
る
面

も
あ
る
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
、
編
者
の
心
持
で
あ
る
ら
し
い
。
も
し
そ
の
通

り
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
見
方
は
一
際
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。
現
存
す
る
中
園

の
古
文
書
を
眺
め
る
と
き
、
そ
れ
よ
り
古
い
漢
代
木
簡
や
、
新
ら
し
い
明
清
の

槍
案
と
は
、
は
っ
き
り
区
別
せ
ら
れ
て
、
ト
ル
フ
ァ

γ
・
敦
煙
爾
群
の
古
文
書

は
明
ら
か
に

一
類
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
。
じ
か
じ
、
研
究
が
こ
ん
ど
の
本

の
様
に
精
徹
の
度
を
加
え
て
来
る
と
、
そ
ん
な
大
ざ
っ
ぱ
な
考
え
方
で
は
追
っ

か
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
は
本
書
の
各
編
で
見
て
も
判
る
逼

p、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
六
五

O
年
頃
か
ら
七
五

O
年
頃
、
す
な
わ
ち
唐
朝
が
こ

の
地
方
を
支
配
し
て
い
た
時
期
の
公
文
書
で
あ
り
、
あ
と
は
そ
れ
に
先
立
つ
高

昌
園
時
代
の
も
の
が
若
干
と
私
文
書
が
極
く
わ
ず
か
含
ま
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
後
は
唐
朝
の
勢
力
が
後
退
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
も
う
漢
文
交
番
は
作
ら

れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
大
谷
文
書
に
つ
い
て
だ
け

言
え
る
の
で
は
な
い
。
羅
氏
貞
松
堂
、
藤
井
氏
有
隣
館
、
中
村
氏
書
道
博
物
館、

中
村
氏
寧
祭
美
術
館
、
ス
タ
イ
γ
第
三
回
探
検
の
所
得
文
書
等
、
あ
ら
ゆ
る
卜

ル
フ
ァ
ン
文
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
同
様
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
、
敦

建
石
窟
出
土
寓
本
の
中
か
ら
、
例
経
、

道
教
緩
や
そ
の
他
の
典
籍
類
を
除
い
て
、
一

純
粋
に

「文
書」

と
呼
び
得
る
も
の
は
、
大
部
分
が
跨
義
軍
時
代
、
す
な
わ
ぢ

m

八
五
一
年
か
ら
、
十
世
紀
末
ま
で
の
も
の
で
あ
る
、
と
ジ
ャ
イ
ル
ズ
氏
は
い
う
一

(
『
ス
タ
イ
ン
蒐
集
漢
文
文
書
目
録
』
の
序
文
)。

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に

先
立
つ
吐
蕃
統
治
時
代
の
も
の
が
案
外
に
多
く
、
ま
た
、
内
容
よ
り
見
る
と
、

文
書
の
多
く
は
寺
院
も
し
く
は
都
信
統
司
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。
ト
ル
フ

ァ
γ
文
書
と
並
行
す
る
則
天
時
代
乃
至
開
元
天
由
民
期
の
も
の
も
、
な
い
こ
と
は

な
い
が
、
敦
煙
文
書
と
し
て
は
極
め
て
例
外
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
こ
う
い
う

事
情
で
あ
る
か
ら
、
こ
ん
ど
の
諸
研
究
の
様
に
話
が
こ
ま
か
く
な
っ
て
来
る
と、

そ
の
共
通
す
る
商
よ
り
も
、
教
爆
と
ト
ル
フ
ァ
ン
と
い
う
土
地
柄
の
遣
い
、
年

代
の
上
の
一

O
O
三
O
O年
の
隔
た
り
が
大
き
く
も
の
を
言
う
こ
と
に
な
る
。

況
ん
や
中
園
の
支
配
閣
の
内
に
あ
る
か
外
に
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
さ
ら

に
決
定
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ト
ル
フ
ァ

γ
文
書
の
研
究
に
集
中
し
た
だ
け
で
、

「ト
ル
7
7
γ

女
書
の
特
質
と
意
味
ケ
在
住
充
分
現
わ
れ
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。



600 

こ
の
「
中
核
」
に
謝
し
て
、
敦
爆
を
外
被
に
役
立
て
る
と
い
う
の
は
、
企
霊
自

健
が
す
こ
し
無
理
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
こ
の
熱
、
第
三
巻
は
も
っ
と
す
っ
き

り
す
る
模
様
で
あ
る
か
ら
期
待
し
て
宜
い
と
思
う
。

い
ろ
い
ろ
ぶ
し
つ
け
な
こ
と
を
申
し
た
が
、
全
体
と
し
て
、
こ
ん
ど
の
第
二

容
は
第
一
谷
に
比
べ
て
格
段
の
出
来
で
あ
る
。
第
一
に
迩
う
貼
は
、
資
料
が
充

分
に
傘
重
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
巻
で
は
資
料
が
不
蛍
に
冷
遇
さ

れ
て
い
た
。
た
い
て
い
の
資
料
は
そ
の
一
部
分
の
潟
県
し
か
載
せ
て
い
な
い
。

と
く
に

『
太
子
成
道
漢
文
』
な
ど
、
他
所
に
蔵
す
る
』
対
本
が
す
べ
て
不
完
本
で

あ
っ
て
、
た

r
寵
大
所
繊
本
が
世
界
唯
一
の
首
尾
完
具
本
で
あ
り
、
そ
れ
な
る

が
故
に
世
界
か
ら
注
目
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
首
尾
の
敏
行
だ
け
の
寓

員
と
短
い
解
題
と
し
か
載
せ
な
い
な
ど
、
無
意
味
の
極
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
第
二
巻
で
は
と
も
か
く
論
文
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
限
り
の
所
蔵
資

料
は
全
部
潟
興
が
掲
げ
ら
れ
で
あ
る
。
西
島
氏
の
文
書
断
片
の
綴
合
の
苦
心
な

ど
、
潟
帽
闘
を
見
て
驚
嘆
し
な
い
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
資
料
を
大
き
く
前
面
に

押
し
出
し
て
、
「
研
究
」
は
一
見
そ
の
蔭
に
か
く
れ
る
様
な
扱
か
い
方
こ
そ
、
寅

は
そ
の
研
究
の
僚
値
を
も
引
上
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
第
二
巻
の
成
果
が

何
よ
り
も
詮
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
第
二
舎
が
第
一
巻
よ
り
は
る
か
に
立
涯
な
す
が
た
で
世
に
出
た

こ
と
は
、
第
三
巻
以
下
が
次
々
と
立
涯
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
所
以
で
あ
っ
て
、
鹿
賀
に
耐
え
な
い
所
で
あ
る
。
(
藤
校
晃
)

第

東
洋
史
研
究
資
料
叢
刊

文
献
通
考
五
種
縄
目
録

A
5
判

一

五

ニ

頁

定

債

二

O
O圏

内
容

馬
氏
、通
考
、
王
氏
綴
通
考
、
欽
定

績
遁
考
、
欽
定
皇
靭
通
考
、
劉
氏
皇
朝

績
遁
考
、
付
遁
典
、
遁
志
、

本
書
は
通
考
を
質
際
に
使
用
し
た
経
験
の
上
に
立
っ
て
、
東
洋
史

察
研
究
者
の
篤
の
便
宜
を
計
っ
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
単
な
る
機

械
的
引
寓
し
で
は
な
い
。
特
に
馬
氏
遁
考
中
の
田
賦
考
以
下
の
最

も
重
要
な
数
考
と
、
十
通
に
洩
れ
て
い
る
王
析
の
綴
遜
考
は
小
項

目
に
至
る
迄
収
録
し
た
。

職

源

撮

要

索

引

佐

伯

富

編

A
5
利

三

十

頁

定

償

八

十

園

職
淑
織
要
は
南
宋
時
代
の
官
制
を
主
位
と
し
て
記
述
し
た
も
の

で
、
宋
代
の
官
制
を
論
ず
る
に
不
可
依
な
根
本
資
料
で
あ
る
。
本

書
は
職
源
撮
要
の
官
名
索
引
で
あ
る
が
、
各
燦
下
に
原
文
の
見
出

し
句
を
留
め
て
利
用
に
使
に
し
た
。

刊

行

糠

告

第
三
資
治
遁
鑑
索
引

佐

伯

富

編

本
書
は
先
に
稿
本
と
し
て
油
印
に
て
夜
行
し
た
も
の
に
改
訂
を
加

え
て
本
印
刷
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
書
御
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用
の
方
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官
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で
御
斡
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い
た
し
ま
す
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