
果
を
金
む
。
前
者
を
狭
嚢
の
歴
史
地
理
學
、
地
理
的
方
法
に
よ
る
墨
黒
地
理

學
と
し
、
後
者
を
多
義
の
．
歴
吏
地
理
學
、
歴
史
的
方
法
に
よ
る
．
歴
史
地
理
學

と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
に
は
古
地
理
學
・
先
史
地
理
學
及
び
狡
義
の
腿
史
地

理
學
が
包
括
せ
ら
る
べ
く
、
趾
｛
随
に
於
い
て
地
域
史
・
景
槻
獲
…
還
史
。
地
理

史
等
の
科
學
部
門
と
の
合
一
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
地
理
學
の

立
場
よ
り
す
る
な
ら
ば
繭
嚢
こ
そ
歴
史
地
理
學
に
於
け
る
純
正
な
る
方
法
と

い
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、
，
た
“
實
謹
上
に
於
い
て
多
く
の
時
の
籔
面
に
於
け
る

景
槻
の
描
出
が
果
た
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
そ
れ
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
り

動
的
な
る
景
観
の
繍
出
も
果
た
さ
れ
、
か
く
て
歴
隻
地
理
學
に
於
け
る
地
理

的
方
法
と
雁
史
的
方
法
と
は
究
極
に
於
い
て
相
通
じ
、
相
合
一
す
る
こ
と
と

な
る
べ
く
、
そ
れ
が
叉
歴
史
地
理
學
の
理
想
で
あ
る
と
い
ふ
Q
且
つ
亦
地
理

學
の
使
命
が
現
在
の
世
界
に
於
け
る
景
槻
の
認
識
を
以
っ
て
最
も
重
大
鱗
と

す
る
隈
り
に
於
い
て
、
現
在
の
景
観
の
描
出
が
尚
そ
の
景
観
の
過
去
に
㎜
關
す

る
知
識
な
く
し
て
完
全
を
期
し
難
い
所
に
、
過
去
の
時
の
噺
面
に
封
ず
る
歴

史
地
理
學
の
債
値
が
見
出
さ
れ
よ
5
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
た
“
既
塵
に
於
い
て
紹
介
者
の
想
ふ
こ
と
は
、
域
る
時
の
断
…
面
と
し
て
思

考
せ
ら
れ
る
時
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
が
瞬
聞
と
し
て
の

時
、
輩
位
と
し
て
の
時
で
な
く
、
内
に
纏
綾
を
含
む
特
、
時
代
と
し
て
の
時
に

よ
り
近
い
も
の
と
し
て
考
へ
る
こ
と
が
、
過
去
の
掃
墨
を
攣
化
を
超
越
し
た

静
態
と
し
て
で
は
な
く
、
慨
接
に
不
攣
の
縫
績
と
し
て
の
静
態
、
脚
ち
動
態
と

し
て
の
描
出
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
を
許
す
遺
で
は
な
か
ら
う
か
。
し
か
ら
ず

し
て
動
態
か
ろ
峻
汚
せ
ら
れ
る
静
態
の
集
積
が
、
實
踵
上
は
動
態
の
描
繊
を

果
た
す
と
説
か
れ
る
所
に
は
、
禽
理
論
上
の
飛
躍
が
ひ
そ
ん
で
み
る
と
見
え

紹

る
八
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
蒋
者
の
筆
は
更
に
誰
　
ん
で
歴
史
地
理
學
の
方
法
を
蓮
べ
．
，
先
史
地
理
學
は

先
史
時
代
に
於
け
る
土
地
・
地
域
（
景
観
）
を
…
異
象
と
す
る
こ
と
を
定
義
し

（
四
、
先
史
地
理
學
）
、
先
史
地
理
學
の
諸
間
題
に
説
き
及
ん
で
幾
多
の
實
例

を
懸
・
げ
て
榔
㎜
撹
を
試
み
ら
れ
て
み
る
（
五
、
先
史
地
理
學
の
諦
四
囲
題
＞
Q
第
二

部
は
一
、
越
後
及
絶
後
海
獣
亭
野
の
研
究
、
二
，
海
内
聞
事
の
研
究
、
…
『

出
雲
拳
野
の
研
究
の
…
…
一
論
文
よ
り
な
り
、
そ
れ
ぐ
題
記
の
地
域
に
於
け
る

蒋
者
の
思
出
的
な
研
究
結
果
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
巻
を
閉
ぢ
て
愚
ふ
こ
と
は
、
先
史
地
理
歯
黒
研
究
が
踊
帯
考
古
學
の
一
定

の
成
果
の
上
に
立
っ
て
始
め
て
行
は
れ
る
が
如
く
に
、
．
先
史
考
宵
學
上
の
研

究
に
も
亦
先
史
地
瑠
學
錦
鯉
鮎
を
導
入
す
る
こ
と
の
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

地
理
乳
管
の
み
な
ら
ず
、
考
古
畢
徒
其
他
歴
史
家
諸
氏
に
も
御
精
讃
を
す
Σ

め
た
い
と
思
ふ
所
以
で
あ
る
。
　
（
則
六
倍
版
．
箪
…
部
　
二
九
頁
、
第
二
部

入
五
頁
、
獲
留
所
、
内
外
三
唱
選
録
粧
式
會
融
、
定
儂
滲
贋
V
　
〔
小
林
）

○
大
和
島
一
石
一
三
の
一
石
古
墳

！
！
京
都
帝
醐
大
旨
丈
乙
部
考
古
學
研
究
報
告
第
十
四
勝
i
一

　
本
書
は
世
に
周
知
の
京
都
大
學
考
古
墨
・
報
告
書
の
第
十
四
懸
に
あ
た
る
も

の
で
あ
っ
て
、
諭
か
も
大
正
六
年
以
來
ペ
ト
リ
ー
教
擾
の
「
紐
織
的
考
古
學
」

を
書
例
に
考
古
學
教
室
の
傳
統
を
こ
の
書
の
中
に
育
威
さ
れ
來
つ
た
濱
田
博

士
が
渣
接
筆
を
執
っ
て
、
．
其
の
業
績
を
黒
め
ら
れ
た
最
後
の
書
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
於
い
て
「
私
説
身
の
關
歯
す
る
こ
の
報
告
の
出
版
が
、
本
丁
を
以

て
終
結
す
る
こ
と
と
な
っ
た
蟻
に
就
い
て
は
、
私
は
過
去
を
顧
み
將
來
を
想

第
二
十
三
谷
　
第
二
號
　
　
四
〇
蕊
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細

介

ひ
、
蜜
に
感
概
説
最
で
あ
み
」
と
附
記
さ
れ
た
先
生
の
雷
葉
の
中
に
我
々
の

感
ず
べ
き
多
く
の
毒
が
存
す
る
Q
組
織
的
獲
掘
・
學
術
報
告
は
凡
そ
個
入
の

仕
窺
で
ほ
な
く
、
又
々
人
の
主
観
の
結
果
で
は
勿
論
な
い
。
そ
こ
に
は
多

く
の
入
の
頭
と
獲
術
が
存
す
る
が
、
他
弼
指
導
者
の
方
針
な
い
し
共
の
學
問

が
そ
の
上
に
自
ら
あ
ら
は
れ
る
べ
き
で
あ
る
Q
こ
の
意
陳
に
於
い
て
十
四
溺

の
報
告
霧
は
蓑
笠
時
代
の
擁
護
鯨
士
の
學
問
で
あ
り
考
古
學
鍛
金
の
傳
統
で

あ
っ
た
纂
を
我
々
は
、
こ
の
機
會
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
共
に
感
謝
を

蔀
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
．

　
本
文
は
濱
田
博
士
の
前
流
　
翻
倒
の
報
告
に
加
は
ふ
る
に
、
梅
原
助
教
授
の

「
B
本
古
墳
鷺
大
石
窒
聚
成
、
臼
末
方
形
古
墳
聚
成
」
と
工
學
部
高
橋
逸
夫
教

授
の
「
石
舞
憂
の
程
薦
蓮
製
法
並
に
叢
ハ
の
築
造
法
」
な
る
二
編
を
以
て
し
、
考

察
の
完
粂
を
期
し
て
み
る
。
さ
て
護
掘
は
昭
和
八
年
秋
か
ら
奈
良
縣
史
蹟
調

査
會
と
の
共
同
都
業
と
し
て
行
は
れ
、
約
一
月
に
し
て
第
一
次
の
調
穫
即
ち

蜜
測
。
蔚
室
内
部
の
調
査
を
終
了
、
誕
に
昭
和
十
年
四
月
か
ら
七
月
目
で
に

外
部
叢
ぴ
に
縫
…
造
の
徹
底
的
調
査
を
絡
了
、
や
が
て
其
の
証
果
昭
和
十
唱
詠

五
月
に
は
史
蹟
と
し
て
交
部
大
匿
よ
り
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ

る
Q
而
し
て
蹴
ハ
の
後
凝
た
に
形
膿
的
復
猿
、
保
存
が
行
は
る
こ
と
に
な
っ
た
Q

本
報
告
ほ
通
常
第
二
次
調
査
ま
で
の
調
査
報
告
で
あ
る
。
　
（
酒
面
の
諸
氏
の

他
に
考
確
認
敏
室
鼓
、
海
淵
、
末
永
・
輔
津
・
齋
藤
・
小
林
の
講
氏
夫
々
現
地
調

査
・
報
皆
警
作
成
の
タ
イ
か
ネ
！
　
・
i
と
し
て
活
勤
ぜ
ろ
聯
勿
論
で
あ
ろ
。
）

　
一
口
に
い
へ
ば
多
武
峰
・
を
飛
烏
の
地
に
下
り
た
鵬
朋
に
、
古
身
、
封
土
を
失
ふ

た
横
穴
式
石
室
の
上
牛
の
蛮
部
露
出
し
た
・
も
の
、
激
ち
石
舞
蟻
古
墳
が
養

掘
の
結
果
、
意
外
に
も
そ
の
有
す
る
形
膿
的
譲
葉
に
於
い
て
從
來
に
見
な
い

第
二
十
窯
巻
、
篤
ご
號
　
　
四
〇
四

薪
獲
見
を
得
た
事
實
に
…
験
し
周
到
な
用
意
の
下
に
其
の
結
果
を
録
し
考
察
を

加
へ
た
・
も
の
で
あ
る
。
先
づ
石
室
の
畢
而
は
工
十
黒
尺
×
十
コ
尺
、
こ
の
南
・

端
に
細
長
い
蕪
十
八
尺
×
七
尺
の
羨
道
を
以
っ
て
し
、
石
壼
の
高
さ
約
十
澄

尺
五
寸
、
二
簡
の
薬
石
で
天
井
を
被
っ
て
み
る
。
最
大
の
も
の
は
重
量
二
〇

五
四
一
貫
で
豊
本
の
最
大
唯
一
の
も
の
で
な
く
と
も
最
・
大
級
の
石
室
の
一
で

あ
る
事
が
…
明
ら
か
と
な
り
、
次
い
で
羨
道
部
に
て
石
室
の
北
端
か
ら
羨
道
の

北
端
に
か
け
て
約
一
、
二
度
の
傾
斜
を
有
し
た
る
深
さ
八
寸
許
、
幅
一
尺
前
後

の
溝
渠
が
施
さ
れ
排
水
施
設
（
邸
ち
樒
襯
の
保
存
上
か
ち
）
が
行
は
れ
て
る
た

事
｛
貰
が
知
ら
れ
た
。
外
部
の
構
築
の
調
査
に
於
い
て
は
こ
の
石
蜜
か
ら
七
・

八
十
尺
の
所
に
…
遊
約
葎
七
十
尺
を
有
す
る
疋
方
形
の
玉
石
積
を
な
し
た
所

謂
貼
石
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
み
る
事
實
か
ら
封
土
の
下
方
部
の
形
が
明
ら
か
と

な
り
更
に
塞
漣
を
纏
て
外
腿
の
存
す
る
纂
實
が
護
掘
結
果
明
確
め
ら
れ
ご
、

こ
レ
に
推
古
・
用
…
開
陵
を
お
も
は
す
形
が
認
識
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
護
見

澱
物
と
し
て
は
見
る
べ
き
も
の
な
く
、
わ
っ
か
に
就
部
土
器
と
土
師
器
等
を

見
た
に
す
ぎ
ず
適
確
な
年
代
を
添
せ
る
も
の
な
き
も
大
佐
六
・
七
世
紀
頃
に

お
か
る
べ
く
、
叉
築
造
法
に
於
い
て
樽
士
は
ビ
ー
ト
氏
の
考
説
を
蓼
考
に
し
、

叉
角
閃
花
蕊
岩
か
ら
な
る
こ
の
石
材
は
そ
の
・
簸
地
を
石
舞
蘂
を
写
る
約
苫
一
十

町
の
地
に
求
め
、
こ
の
下
り
勾
配
の
闘
を
修
羅
を
利
用
し
、
挺
子
、
韓
子
の

利
用
に
依
り
築
成
さ
れ
た
亀
の
で
あ
り
、
四
天
王
専
。
法
隆
寺
建
設
當
時
の

富
と
襟
力
の
護
遽
に
俘
ふ
背
景
か
ら
見
れ
ば
、
當
然
の
結
果
た
る
謝
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

に
動
き
及
ん
で
み
る
。
石
舞
慶
を
見
擁
し
た
入
は
知
る
で
あ
ら
う
が
、
あ
の

＝
鱗
の
具
、
驚
的
な
遺
跡
の
考
察
に
於
い
て
、
其
の
灘
察
の
あ
ら
ゆ
る
方
颪
か

ら
し
て
以
て
そ
の
疋
鵠
を
期
し
て
み
る
の
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
考
古
學
者
ほ
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下
妻
家
で
は
な
い
、
亦
モ
ル
フ
ォ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
物
を
見
る
の
で
も
な
い
。
と
は

い
へ
具
膿
的
な
封
象
物
に
ぶ
つ
か
っ
た
場
金
に
、
彼
が
科
學
者
で
あ
る
限
り

に
於
い
て
、
こ
Σ
に
示
ざ
れ
た
結
果
は
ま
な
ぶ
べ
き
総
が
多
い
と
信
ず
る
。

（
二
六
平
版
本
文
八
七
頁
、
圏
版
四
五
葉
、
田
文
概
要
九
頁
、
’
桑
名
文
星
堂

獲
行
、
摩
羅
九
圓
）
　
〔
藤
醐
灘
二
郎
〕

○
雪
野
寺
阯
獲
掘
調
査
報
告

柏
倉
亮
吉
著

　
滋
賀
縣
史
蹟
調
査
委
員
と
し
て
同
地
方
の
歴
史
的
研
究
に
努
力
せ
ら
れ
た

柏
倉
馬
が
、
ヨ
本
古
文
化
研
究
所
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
調
査
せ
ら
れ
た
雲

野
寺
阯
の
獲
掘
報
皆
書
で
あ
る
。

　
雪
笠
寺
阯
は
近
江
國
蒲
生
郡
苗
村
大
字
墨
守
に
鶴
し
、
蒲
生
野
の
た
“
中

に
そ
し
り
立
つ
玄
翁
山
の
山
裾
に
禁
ま
れ
て
る
る
り
護
掘
に
よ
っ
て
規
模
の

明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
遣
梅
は
、
ご
灌
四
十
五
尺
五
寸
の
方
形
基
壇
の
上
に
立

つ
方
二
十
二
尺
の
塔
阯
の
み
で
あ
る
が
、
古
瓦
或
は
塑
像
の
埋
浅
に
よ
っ
て

推
定
せ
ら
れ
る
講
室
阯
・
金
堂
阯
。
南
門
平
等
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
或
は

法
起
寺
式
の
伽
藍
尊
霊
が
想
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
。
雲
野
寺

阯
を
特
に
重
要
著
名
な
ら
し
め
た
大
小
の
塑
像
類
は
、
塔
阯
及
び
推
定
講
堂

阯
よ
り
獲
見
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
記
載
の
早
牛
は
そ
の
解
説

に
當
て
ら
れ
て
る
る
が
、
後
論
に
於
い
て
聾
者
は
こ
れ
が
配
置
に
説
き
及
ん

で
、
軍
事
に
於
け
る
も
の
は
か
の
法
隆
寺
貸
本
四
面
具
の
如
く
に
佛
傳
乃
至

本
生
識
の
一
部
を
具
、
現
せ
し
も
の
か
と
考
へ
喜
べ
く
、
講
堂
阯
の
そ
れ
は
等

身
の
菩
薩
像
に
配
す
る
に
菩
薩
。
脾
王
・
童
子
等
を
以
て
し
、
例
へ
ば
東
大
寺

Y．TJ

荊5

介

法
華
堂
に
於
け
る
が
如
き
｝
群
の
塞
翁
を
構
成
し
て
み
た
も
の
で
あ
ら
う
と

考
へ
ら
れ
た
。

　
雲
野
寺
阯
出
土
の
古
瓦
に
は
丸
瓦
に
＝
…
種
、
耶
瓦
に
四
種
ば
か
り
の
種
類

が
あ
る
u
著
者
は
こ
れ
等
を
相
互
に
組
合
は
せ
て
考
察
し
た
後
、
そ
の
年
代

を
す
べ
て
奈
良
前
期
に
比
電
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
年
代
槻
が
後
幅
に
於
け
る

塑
像
を
天
雫
期
に
比
定
せ
ら
れ
た
こ
と
と
相
倹
っ
て
、
造
塔
造
佛
の
關
聯
か

ら
雲
野
寺
の
造
管
年
代
を
極
限
す
る
の
結
果
を
導
く
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

に
は
爾
ほ
今
瀧
灰
の
論
謹
が
必
要
で
あ
る
か
に
思
は
礼
る
。

　
出
土
の
…
遺
物
に
は
他
に
金
銅
風
鎧
．
！
土
器
。
鐵
釘
等
が
あ
る
。
艶
紅
、
は
も

と
よ
り
径
博
聞
の
軒
先
を
飾
っ
た
そ
の
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
形
式
に
特
色

あ
っ
て
重
要
な
資
料
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
安
吉
肉
雪
野
寺
に
關
し
て
は
そ
の
絶
叫
【
の
和
銅
年
翻
り
こ
と
と
傳
ふ
る
叫

鋼
の
傳
説
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
安
吉
山
の
山
居
は
和
名
抄
に
見
ゆ
る
蒲
生
郡

安
吉
郷
と
の
關
聯
を
し
の
ば
し
め
る
。
そ
れ
ら
の
傳
へ
や
今
日
雲
野
山
背
後

の
山
腹
に
残
る
横
穴
古
墳
の
緻
基
に
思
を
致
し
て
、
こ
玉
に
培
は
れ
た
こ
の

地
の
豪
族
の
大
い
な
る
資
力
・
交
化
を
想
起
す
る
と
共
に
、
そ
れ
に
封
ず
る

中
央
勢
力
の
波
及
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
以
て
本
寺
造
立
の
瀧
會
転
意
嚢
に

滞
れ
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
流
麗
な
る
筆
に
要
を
熱
く
し
て
本
章
の

記
載
は
終
っ
て
み
る
が
、
こ
の
貴
軍
な
る
雌
阯
に
卑
し
て
は
更
に
徹
底
的
な

る
調
査
を
加
へ
、
伽
藍
配
置
や
塑
像
群
そ
の
他
の
究
明
に
十
分
な
る
研
究
を

途
行
ず
る
鱗
の
豊
ま
し
さ
を
思
は
ざ
る
を
鶴
な
い
。
（
鍋
六
倍
版
本
文
六
六

頁
、
聖
寿
…
二
八
か
「
日
本
古
文
化
愚
挙
所
登
晒
行
　
頒
頂
漁
詳
圓
鯉
川
拾
鍍
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