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日
本
料
理
の
発
達
と
変
容
（
1
） 

 
 
 

―
古
代
の
饗
応
食
に
み
る
料
理
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
田
節
子 

日
本
料
理
の
発
達
は
文
字
の
発
達
に
た
と
え
ら
れ
る
。

中
国
の
漢
字
が
朝
鮮
半
島
を
通
り
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
朝

鮮
半
島
で
は
ハ
ン
グ
ル
文
字
が
、
日
本
で
は
ひ
ら
が
な
が

編
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
と
類
似
し
て
大
陸
文
化
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
ま
っ
た
く
特
徴
を
異
に
す
る
日

本
料
理
が
発
達
し
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。 

多
く
の
調
理
学
の
教
科
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
日
本
料

理
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

・
新
鮮
な
魚
介
類
の
入
手
が
可
能
で
刺
身
や
鱠
な
ど
の
生

も
の
料
理
が
発
達
し
た
。 

・
季
節
感
を
重
視
し
た
旬
の
魚
介
類
や
野
菜
類
料
理
が
工

夫
さ
れ
て
き
た
。 

・
調
理
材
料
の
持
ち
味
を
生
か
し
、
色
、
形
、
盛
り
付
け

に
工
夫
を
凝
ら
し
た
繊
細
で
淡
白
な
調
理
法
が
中
心
で

あ
る
。 

・
味
噌
、
醤
油
、
酒
、
み
り
ん
な
ど
の
醸
造
調
味
料
と
昆

布
、
鰹
節
、
煮
干
な
ど
の
出
し
汁
か
ら
上
品
な
味
を
作

り
出
し
て
い
る
。 

・
料
理
に
合
わ
せ
た
材
質
（
陶
器
・
漆
器
な
ど
）、
形
、

大
き
さ
の
食
器
が
使
わ
れ
て
き
た
。 

・
も
て
な
し
料
理
の
様
式
と
し
て
精
進
料
理
、
本
膳
料
理
、

懐
石
料
理
、
会
席
料
理
な
ど
が
発
達
し
た
。 

し
か
し
、
一
足
飛
び
に
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
で
き
あ
が

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
日
本
料
理
が
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
工
夫
さ
れ
変
容
し
、
完
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、

日
本
料
理
の
歴
史
に
興
味
を
持
ち
、
記
録
に
残
さ
れ
た
文

書
や
秘
伝
抄
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
料
理
書
を
資
料

と
し
て
調
査
研
究
を
進
め
た
こ
と
が
あ
る
。
今
一
度
こ
の

研
究
を
紐
解
き
、
日
本
料
理
の
発
達
と
変
容
に
視
点
を
置

き
、
日
本
人
の
築
い
て
き
た
世
界
に
誇
れ
る
食
文
化
の
一

端
を
紹
介
し
て
み
た
い
。 

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
ま
ず
本
格
的
に
日
本
料
理

が
発
達
す
る
以
前
の
平
安
時
代
の
料
理
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。
『
類
聚
雑
要
抄
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る

「
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
正
月
の
内
大
臣
藤
原
忠
道

の
任
大
臣
大
饗
の
献
立
」（
１
）
や
『
延
喜
式
』
（
九
二

八
）
に
記
載
さ
れ
た
古
代
動
物
性
食
品
に
関
す
る
資
料

（
２
）
か
ら
、
当
時
の
貴
族
階
層
の
も
て
な
し
の
料
理
様

式
や
料
理
の
種
類
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
饗
と

は
平
安
時
代
に
宮
中
や
貴
族
社
会
で
行
わ
れ
た
、
酒
と
料

理
で
も
て
な
す
宴
の
こ
と
で
あ
る
。【
図
１
】
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
台
盤

だ
い
ば
ん(

だ
い
ば
ん)

と
呼
ば
れ
る
食
卓
に
、

飯
、
四
種
器
（
塩
・
酢
・
酒
・
醤
）、
窪
坏
物(

く
ぼ
つ
き

も
の)

（
モ
ム
キ
コ
ミ
・
海
月(

く
ら
げ)

・
老
海
鼠(

ほ

や)

・
蝙[

虫+

若](

か
わ
ほ
り)

、
・
小
蠃
子(

し
だ
た

み)

・
蟹
蜷(

ご
う
な)

・
石
華(

せ)

・
雲
蠃
子(

う
に)

）、

生
物
（
雉(

き
じ)

立(

た
て)

盛(

も
り)

・
鯉(

こ
い)

鱠

(

な
ま
す)

・
鱒(

ま
す)

立(

た
て)

盛(

も
り)

・
鯛(

た
い)

立(

た
て)

盛(

も
り)

）、
貝
物
（
貝
鮑(

あ
わ
び)

・
栄
螺

子(

さ
ざ
え)

・
白
貝(

お
ふ)

・
石
陰
子(

か
せ)

）、
干
物 
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【
図
１
】 

 

（
置(

お
き)

鮑(

あ
わ
び)

・
蛸(

た
こ)

・
千
鳥(

ち
ど

り)

・
楚
割(

す
わ
や
り)

）
唐
菓
子(

か
ら
く
だ
も
の)

（
餲
餬(

か
っ
こ)

・
桂
心(

け
い
し
ん)

・
黏
臍(

て
ん
せ

い)

・[

食+

畢][

食+

羅](

ひ
ら)

）、
木
菓
子
（
梨
子(

な

し)

・
干
棗(

ほ
し
な
つ
め)

・
小
柑
子(

こ
う
じ)

・[

獸
編

+

彌]

猴
桃(

や
ぶ
な
し)

）
と
箸
と
匙
が
配
膳
さ
れ
て
い
る

(

１
・
３
・
４
・
５)

。
飯
は
強
飯
を
円
筒
形
に
高
く
盛
っ

た
も
の
、
窪
坏
物
は
魚
鳥
の
肉
に
酒
や
塩
を
あ
て
、
特
性

の
汁
や
未
醤
を
加
え
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
生
物
は
魚
や

貝
、
鳥
肉
を
細
か
く
切
っ
た
鱠
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
菓
子

は
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
穀
粉
菓
子
、
木
菓
子

は
果
物
を
さ
す
。
こ
れ
ら
の
配
膳
さ
れ
た
料
理
に
加
え
、

追
物
と
し
て
鮒
裏
焼(

ふ
な
の
つ
つ
み
や
き)

、
茎
立
、
鳥

足
汁
、
鱠
が
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
饗
の
品
は

三
十
三
種
に
も
お
よ
ぶ
が
、
魚
類
や
鳥
肉
の
生
物
、
干
物
、

和
え
物
な
ど
を
塩
や
酢
な
ど
の
調
味
料
に
つ
け
て
食
べ
る

簡
単
な
も
の
で
、
現
在
の
も
の
に
比
較
し
て
料
理
と
は
い

い
が
た
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
平
安
貴
族
の
大
饗
は
、
現
在
の
日
本
料
理

様
式
や
料
理
法
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
大
型
の

食
卓
、
箸
と
匙
の
使
用
、
高
盛
り
の
飯
な
ど
、
大
陸
か
ら

の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
随
所
に
窺

え
る
。 

も
う
一
つ
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
平
安
時
代
の
『
延
喜

式
』
に
は
多
種
類
の
魚
鳥
獣
肉
類
の
記
載
が
み
ら
れ
、
多

く
は
各
地
か
ら
調
と
し
て
貢
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
古
代
動
物
性
加
工
食
品
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お

り(

２)

、
遠
隔
の
国
々
か
ら
都
に
運
ぶ
必
要
上
、
保
存
法

が
早
く
か
ら
発
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

牛
乳
を
煮
つ
め
た
「
蘇
」、
小
鯛
や
蛸
、
鰯
、
雉
な
ど
を

丸
の
ま
ま
干
し
た
「
腊(

き
た
い)

」、
鰯
や
久
恵
、
螺
な

ど
の
贓
物
を
除
き
干
し
た
「[

月+

蕭](

ほ
し
さ
か
な)

」、

鹿
や
猪
、
鯛
や
久
恵
な
ど
の
干
し
肉
で
あ
る
「
脯(

ほ
し

し)

」、
同
様
に
魚
介
類
を
細
長
く
裂
い
て
干
し
た
「
楚

(

す
わ
や
り)

」、
焼
い
て
干
し
た
「
火
乾
」、
煮
て
干
し
た

「
煮
乾
」、
熬
っ
て
干
し
た
「
熬
乾
」、
蒸
し
て
干
し
た

「
蒸
乾
」、
焼
き
物
の
「
火
焼
」、
年
魚(

あ
ゆ)

な
ど
の
塩

蔵
で
あ
る
「
塩
塗
」・「
塩
漬
」、
塩
漬
の
魚
や
鹿
や
猪
の

肉
を
飯
中
に
押
し
込
み
発
酵
さ
せ
た
「
鮨
」、
塩
蔵
発
酵

さ
せ
た
今
の
塩
辛
の
よ
う
な
「
醤
」、
鰹
の
濃
縮
煮
汁
で

あ
る
「
煎
汁(

い
ろ
り)

」
な
ど
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。 

延
喜
式
に
記
載
さ
れ
た
魚
類
や
貝
類
、
鳥
類
の
干
物
が

料
理
と
し
て
大
饗
の
献
立
に
盛
り
込
ま
れ
、
醤
が
調
味
料

の
一
つ
と
し
て
は
配
膳
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
す

な
わ
ち
、
平
安
時
代
の
宴
で
供
さ
れ
る
魚
介
類
の
料
理
法

は
、
加
工
法
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。 

唐
風
模
倣
時
代
と
い
わ
れ
た
奈
良
時
代
に
引
き
続
き
、

平
安
時
代
前
期
は
大
陸
文
化
を
積
極
的
に
導
入
し
た
時
代

と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
る
と
和
風

化
が
進
み
、
貴
族
階
層
の
中
で
華
麗
優
美
な
和
風
文
化
が

展
開
し
、
宮
中
や
貴
族
社
会
で
は
、
行
事
に
は
酒
と
料
理

で
も
て
な
す
宴
が
催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に

日
本
料
理
の
発
達
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
ま
だ
ま
だ
未
発
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達
な
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
こ
の
唐
様
式
を
反
映
し
た
料
理
様
式
は
中
世
以
降

特
徴
を
失
っ
て
い
き
、
日
本
料
理
の
発
達
時
代
を
迎
え
る

こ
と
に
な
る
。 

【
参
考
文
献
】 

(

１) 

著
者
不
詳
『
類
聚
雑
要
抄
』
巻
一
（
平
安
時
代
後

期
頃
）、「
新
校
群
書
類
従
」
第
20
巻
、
五
一
〇
～
五
二

五
頁
、
内
外
書
籍
、
一
九
二
九
年
。 

(

２) 

石
川
寛
子
・
市
毛
弘
子
・
江
原
絢
子
『
食
生
活
と

文
化
』、
弘
学
出
版
、
一
九
八
八
年
。 

(

３) 

江
原
絢
子
・
石
川
尚
子
・
東
四
柳
祥
子
『
日
本
食

物
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
。 

(

４) 

別
冊
太
陽
№
１
４
『
料
理
』、
平
凡
社
、
一
九
七
六

年
。 

(

５) 

石
川
寛
子
偏
『
食
生
活
の
成
立
と
展
開
』、
放
送
大

学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
五
年
。 

【
付
記
】
表
記
が
出
来
な
い
漢
字
は[

篇+

漢
字]

で
表
し

ま
し
た
。 

 

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
十
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

西
暦
一
九
五
九
（
昭
和
三
十
四
）
年
の
冬
学
期
が
始
ま

り
、
私
は
国
立
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
文
学
部
ド
イ
ツ
文
芸

学
科
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
教
室
に
入
っ
て
、
主
任
教
授
の
指

導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
妻
は
同
音
楽
大
学
の
ピ
ア

ノ
科
に
入
り
、
演
奏
家
と
し
て
も
名
の
通
っ
た
フ
ェ
リ

ー
・
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
教
授
が
指
導
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
。

こ
の
先
生
は
、
私
た
ち
が
ド
イ
ツ
で
お
世
話
に
な
っ
た
人

た
ち
の
う
ち
で
も
、
前
回
に
述
べ
た
ヴ
ェ
ン
ク
先
生
と
共

に
、
終
生
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
恩
師
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
順
調
に
始
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
た
留
学
生

生
活
は
、
日
本
か
ら
届
い
た
兄
の
手
紙
に
よ
っ
て
一
瞬
に

し
て
悲
し
み
に
包
ま
れ
た
。
母
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
数
日
し
て
母
か
ら
手
紙
が
来
て
、

私
た
ち
が
マ
ル
セ
ー
ユ
か
ら
出
し
た
手
紙
を
父
の
位
牌
の

前
で
読
ん
だ
と
書
い
て
あ
り
、
父
母
の
ど
ち
ら
が
亡
く
な

っ
た
の
か
判
断
に
迷
っ
て
い
た
。 

こ
の
混
乱
は
次
に
来
た
義
父
か
ら
の
手
紙
に
よ
っ
て
解

決
し
た
。
九
月
二
十
五
日
に
父
が
突
然
の
脳
出
血
に
よ
っ

て
死
亡
し
、
そ
の
四
日
後
に
母
が
狭
心
症
に
よ
っ
て
殆
ど

即
死
状
態
で
他
界
し
た
の
だ
っ
た
。
当
時
は
個
人
で
国
際

電
話
が
掛
け
ら
れ
る
人
な
ど
極
め
て
少
な
く
、
電
報
も
外

国
あ
て
に
出
す
の
は
困
難
で
、
連
絡
は
航
空
便
に
頼
る
し

か
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
連
絡
の
混
乱
が
生
じ
る

こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
頃
の
日
本
は
出
入
国

が
あ
ら
ゆ
る
面
で
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
旅
費

等
の
工
面
も
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
私
が
す

ぐ
に
帰
国
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
ず
、
両
親
没
後
の
諸

事
万
端
へ
の
対
応
は
、
当
時
東
北
大
学
の
助
手
だ
っ
た
兄

と
、
ま
だ
中
学
生
だ
っ
た
弟
と
に
委
ね
る
他
な
か
っ
た
こ

と
を
、
五
十
年
忌
も
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
今
で
も
、
本
当
に

申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。 

学
期
が
始
ま
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
私
た
ち
は
時

折
大
学
の
外
国
人
留
学
生
担
当
課
か
ら
招
待
さ
れ
、
い
ろ

い
ろ
な
施
設
や
工
場
な
ど
の
バ
ス
見
学
や
、
近
郊
に
あ
る

学
生
寮
な
ど
へ
の
遠
足
な
ど
に
参
加
し
た
。
印
象
深
か
っ

た
の
は
フ
ォ
ル
ク
ス
・
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
（
Ｖ
Ｗ
）
の
工
場
見

学
で
、
こ
れ
こ
そ
現
代
ド
イ
ツ
の
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
い

う
印
象
を
与
え
よ
う
と
い
う
意
図
と
、
ま
さ
に
そ
の
通
り

と
い
う
感
銘
と
が
見
事
に
噛
み
合
っ
た
催
し
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
こ
の
会
社
は
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ポ
ル
シ
ェ

の
開
発
し
た
車
を
作
る
目
的
を
も
っ
て
、
一
九
三
七
年
に

ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
で
創
設
さ
れ
、
次
の
年
か
ら
囚
人
と
捕

虜
と
を
労
働
力
と
し
て
ド
イ
ツ
軍
戦
車
・
装
甲
車
な
ど
を

生
産
す
る
工
場
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
敗
戦
後
一
九
四
五

年
か
ら
は
し
ば
ら
く
イ
ギ
リ
ス
軍
の
管
理
下
に
お
か
れ
、

国
民
車
を
意
味
す
る
フ
ォ
ル
ク
ス
・
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
の
生
産

を
始
め
た
が
、
三
年
後
に
は
ド
イ
ツ
人
が
社
長
と
な
り
、

ア
メ
リ
カ
を
始
め
と
す
る
世
界
各
国
に
膨
大
な
量
の
輸
出

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
経
済
発
展
の
最

大
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
工
場
見
学
に
つ
い
て
私
が
義
父
に
手
紙
で
報
告
し

た
と
こ
ろ
、「
日
本
も
今
は
好
景
気
に
湧
い
て
い
る
が
、

急
速
に
発
展
し
て
い
る
の
は
歓
楽
街
で
、
嘆
か
わ
し
い
。

や
は
り
ド
イ
ツ
人
は
堅
実
で
、
そ
の
理
に
か
な
っ
た
行
動

の
徹
底
性
は
学
ぶ
べ
き
だ
」
と
い
う
内
容
の
返
事
を
も
ら

っ
た
。
朝
鮮
戦
争
中
の
い
わ
ゆ
る
特
需
に
よ
っ
て
経
済
復

興
の
き
っ
か
け
を
掴
ん
だ
後
の
日
本
は
、
そ
れ
以
来
「
神

武
景
気
（
一
九
五
五
ー
五
七
）」「
岩
戸
景
気
（
一
九
五
八

ー
一
九
六
一
）」「
い
ざ
な
ぎ
景
気
（
一
九
六
三
ー
一
九
七

〇
）」
と
、
立
て
続
け
に
好
景
気
の
時
期
を
歩
み
、
ド
イ
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ツ
と
並
ん
で
戦
後
復
興
の
奇
跡
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
記

憶
す
る
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。 

つ
い
で
に
留
学
生
歓
迎
の
「
郊
外
散
歩
の
会
」
と
い
う

催
し
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
私
た
ち
は
「
散
歩
」

と
い
う
か
ら
に
は
き
っ
と
乗
り
物
で
郊
外
に
行
き
、
見
晴

ら
し
の
良
い
場
所
で
景
色
を
楽
し
み
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
歩

く
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
参
加
し
た
。
そ
れ
は
全
く
見
当
外

れ
で
、
実
は
大
学
か
ら
数
キ
ロ
離
れ
た
エ
ル
ベ
川
ま
で
行

き
、
そ
れ
か
ら
川
沿
い
に
ま
た
数
キ
ロ
歩
い
て
河
畔
の
一

等
地
に
あ
る
学
生
寮
ま
で
、
計
三
時
間
ば
か
り
を
歩
き
づ

め
に
歩
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
が
「
ヴ
ァ
ン

デ
ル
ン
す
る
」
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
数
時

間
か
ら
半
日
程
度
を
歩
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
の
だ
と
知

ら
ず
に
、
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
い
て
行
っ
た
妻
は
被
害
甚
大

で
あ
っ
た
。 

十
一
月
初
旬
に
、
妻
の
同
窓
生
で
声
楽
家
の
南
保
キ
ヨ

子
さ
ん
が
、
妻
の
学
ぶ
国
立
音
大
に
留
学
し
て
き
た
。
エ

ル
ナ
・
ベ
ル
ガ
ー
教
授
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
で
あ
る
（
ベ

ル
ガ
ー
女
史
は
高
名
な
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
で
オ
ペ
ラ
界
の
重

鎮
で
あ
っ
た
）。
彼
女
は
一
週
間
ほ
ど
私
た
ち
の
狭
い
部

屋
に
同
居
し
て
下
宿
を
さ
が
し
、
郊
外
に
気
持
ち
の
良
い

部
屋
を
見
つ
け
て
落
ち
着
い
た
。
南
保
さ
ん
に
部
屋
を
貸

し
た
エ
ス
ト
マ
ン
夫
人
と
、
私
た
ち
は
そ
れ
か
ら
大
変
親

し
く
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
後
に
話
す
こ
と
に
な
ろ

う
。 十

二
月
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
月
。
こ
れ
も
大
学
の
催
し
で
、

色
々
な
国
か
ら
の
留
学
生
た
ち
と
共
に
ク
リ
ス
マ
ス
を
北

ド
イ
ツ
の
古
い
都
市
ゴ
ス
ラ
ー
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。

ゴ
ス
ラ
ー
は
ハ
ル
ツ
山
地
の
麓
に
あ
り
、
す
で
に
ロ
ー
マ

時
代
か
ら
銀
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
町
で
、
中
世
に
は

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
直
轄
領
と
な
り
、
十
世
紀
以
降
皇

帝
や
ド
イ
ツ
国
王
な
ど
の
居
城
が
作
ら
れ
た
。
十
三
世
紀

の
半
ば
に
帝
国
自
由
都
市
と
な
り
、
ハ
ン
ザ
同
盟
に
加
わ

っ
て
、
大
い
に
栄
え
た
。
山
ふ
も
と
か
ら
少
し
登
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
ラ
ン
メ
ル
ス
ベ
ル
ク
鉱
山
は
古
く
か
ら
銀
、

銅
、
鉛
な
ど
を
産
出
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
有
数
の
鉱
山
で
あ

っ
た
が
、
既
に
枯
渇
し
て
一
九
八
八
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
が
、

ゴ
ス
ラ
ー
の
美
し
い
旧
市
街
と
合
わ
せ
て
一
九
九
二
年
に

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
現
在
は
世
界
的
な
観
光
地

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
ク
リ
ス
マ
ス
の
数

日
間
を
過
ご
し
た
頃
は
ま
だ
鉱
山
も
生
き
て
お
り
、
市
街

地
も
観
光
客
の
喧
騒
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
な
か
っ
た
。
木
造
で
あ
る
た
め
「
ホ
ル
ツ
（
木
）・
キ

ル
ヒ
ェ
（
教
会
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
教
会
で
営
ま
れ
た

ク
リ
ス
マ
ス
・
ミ
サ
は
、
そ
の
清
純
な
雰
囲
気
と
凄
い
寒

さ
と
で
今
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。 

私
た
ち
の
一
行
は
数
人
の
ド
イ
ツ
人
学
生
の
他
は
世
界

各
国
か
ら
集
ま
っ
た
留
学
生
た
ち
だ
っ
た
の
で
、
色
々
面

白
か
っ
た
が
、
も
っ
と
も
鮮
明
に
思
い
出
す
の
は
、
ア
ラ

ビ
ア
の
ど
こ
か
の
国
か
ら
来
た
お
嬢
さ
ん
で
、
彼
女
は
い

つ
も
頭
部
に
金
の
細
い
鎖
を
巻
き
、
そ
こ
か
ら
額
の
真
中

に
小
さ
な
美
し
い
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
下
げ
て
い
た
。
妻
に

「
あ
な
た
は
何
と
い
う
名
前
？
」
と
尋
ね
た
と
き
、
妻
は

「
新
田
と
い
い
ま
す
」
と
答
え
た
が
、
双
方
と
も
ま
だ
ド

イ
ツ
語
の
発
音
に
慣
れ
て
お
ら
ず
、「
ニ
ッ
タ
」
が
「
ニ

ー
ナ
」
と
聞
こ
え
た
ら
し
く
、
何
度
説
明
し
て
も
う
ま
く

理
解
さ
せ
ら
れ
ず
、
つ
い
に
最
後
ま
で
、「
ハ
ロ
ー
、
ニ

ー
ナ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
可
笑
し
か
っ
た
。 

 

忘
れ
ら
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
・
村
井
弦
斎 

 
 

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話 

16 

広
嶋 

進 

神
奈
川
県
の
Ｊ
Ｒ
平
塚
駅
の
南
口
徒
歩
約
五
分
の
と
こ

ろ
に
弦
斎
公
園
と
い
う
、
閑
静
な
小
公
園
が
あ
る
。
園
内

に
は
背
の
高
い
黒
松
が
数
十
本
、
う
っ
そ
う
と
生
い
繁
っ

て
い
る
。
こ
の
公
園
の
東
隣
り
の
借
家
に
平
成
二
十
三
年

二
月
か
ら
た
ま
た
ま
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。 

公
園
は
村
井
弦
斎
と
い
う
作
家
が
所
有
し
て
い
た
農
園

の
一
部
で
、
農
園
自
体
は
約
一
六
、
四
〇
〇
坪
も
あ
っ
た
。

一
六
、
〇
〇
〇
坪
と
い
う
と
後
楽
園
球
場
の
約
一
・
二
倍

の
面
積
に
あ
た
る
。
か
つ
て
の
広
大
な
農
園
の
ち
ょ
う
ど

真
ん
中
に
現
在
の
弦
斎
公
園
が
位
置
し
て
い
る
。 

弦
斎
は
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
四
十
歳
の
時
に

『
食
道
楽
（
し
ょ
く
ど
う
ら
く
）』
と
い
う
料
理
小
説
を

発
表
し
、
こ
れ
が
十
万
部
の
、
当
時
と
し
て
は
破
格
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
（
現
在
は
岩
波
文
庫
に
所
収
）。

そ
の
印
税
で
彼
は
農
園
の
土
地
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き

た
。 園

内
に
は
食
材
と
し
て
数
々
の
野
菜
、
果
樹
、
草
花
が

植
え
ら
れ
、
西
洋
野
菜
の
パ
セ
リ
、
セ
ロ
リ
、
レ
タ
ス
、

ト
マ
ト
な
ど
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
鶏
、
う
さ
ぎ
、



5 生文研メール 16 2012/8/28 

や
ぎ
、
馬
が
飼
わ
れ
、
子
供
の
た
め
の
遊
動
円
木
、
ブ
ラ

ン
コ
が
あ
り
、
テ
ニ
ス
場
も
あ
っ
た
。
私
の
借
家
の
あ
た

り
は
イ
チ
ゴ
畑
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

毎
年
九
月
下
旬
の
日
曜
日
に
は｢

弦
斎
ま
つ
り｣

が
公
園

内
で
開
か
れ
る
。
平
成
二
十
三
年
度
も
開
催
さ
れ
、
琴
が

演
奏
さ
れ
る
な
か
、
抹
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
が
供
さ
れ
た
。
ま

た
『
食
道
楽
』
の
メ
ニ
ュ
ー
の
再
現
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、

咋
年
度
は
ホ
ワ
イ
ト
ク
リ
ー
ム
ソ
ー
ス
の
料
理
が
作
ら
れ

た
。
私
も｢

弦
斎
ま
つ
り｣

に
参
加
し
て
再
現
料
理
を
試
食

し
て
み
た
。『
食
道
楽
』
の
本
文
に
は
こ
う
あ
る
。 

「
野
菜
の
ソ
ー
ス
煮
な
ん
ぞ
は
、
牛
乳
と
メ
リ
ケ
ン
粉
と

バ
タ
ー
さ
え
あ
れ
ば
何
処
で
で
も
出
来
ま
す
。
先
ず
バ
タ

ー
大
さ
じ
一
杯
を
鍋
で
溶
か
し
て
、
メ
リ
ケ
ン
粉
を
大
さ

じ
一
杯
パ
ラ
パ
ラ
と
入
れ
て
、
手
速
く
か
き
回
し
な
が
ら

木
の
杓
子
で
よ
く
い
た
め
て
、
メ
リ
ケ
ン
粉
が
狐
色
に
変

っ
た
時
分
に
牛
乳
五
勺
と
ス
ー
プ
五
勺
位
入
れ
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
ス
ー
プ
が
な
け
れ
ば
水
と
牛
乳
と
等
分
位
で

も
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
へ
塩
を
好
い
加
減
に
加
え
て

少
し
煮
る
と
、
白
ソ
ー
ス
が
出
来
ま
す
（
こ
の
白
ソ
ー
ス

へ
野
菜
を
入
れ
る
コ
ツ
が
以
下
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
）。」

（『
食
道
楽
』
秋
の
巻｢

第
二
百
十
一 

野
菜
の
煮
物｣

） 

『
食
道
楽
』
の
記
載
通
り
に
作
ら
れ
た
料
理
は
あ
っ
さ
り

と
し
た
味
で
お
い
し
か
っ
た
。
も
う
一
品
、
別
の
料
理

｢

カ
ツ
レ
ツ｣

の
項
を
紹
介
し
よ
う
。 

「（
鶏
肉
の
カ
ツ
レ
ツ
は
）
ゆ
で
な
い
と
火
が
通
り
ま
せ

ん
。
最
初
に
鶏
の
肉
を
三
十
分
ば
か
り
ゆ
で
て
お
い
て
、

そ
れ
を
先
ず
玉
子
の
黄
身
で
く
る
ん
で
メ
リ
ケ
ン
粉
を
つ

け
て
、
も
う
一
度
玉
子
の
黄
身
で
く
る
ん
で
、
今
度
は
パ

ン
粉
へ
転
が
し
て
塩
と
胡
椒
を
撒
（
ま
）
い
て
、
そ
れ
を

バ
タ
ー
な
り
何
な
り
で
揚
げ
る
の
で
す
。
ゆ
で
て
あ
り
ま

す
か
ら
、
ザ
ッ
ト
揚
げ
れ
ば
す
ぐ
出
来
て
、
赤
く
も
黒
く

も
な
り
ま
せ
ん
。｣(

春
の
巻｢

第
四
十
二 

カ
ツ
レ
ツ｣) 

こ
の
よ
う
に
本
書
に
お
け
る
調
理
法
の
記
述
は
具
体
的

で
、
実
際
的
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。 

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
料
理
は
和
洋
六
百
数
十
種
に
及

び
、『
食
道
楽
』
は
当
時
嫁
入
り
道
具
の
扱
い
を
受
け
て

い
た
と
い
う
（
黒
岩
比
佐
子
氏
『『
食
道
楽
』
の
人 

村

井
弦
斎
』
岩
波
書
店
、
平
成
十
六
年
刊
に
よ
る
）。 

西
洋
料
理
の
レ
シ
ピ
小
説
が
、
開
国
し
て
三
十
数
年
で

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
都
市
部
の
中
流
以
上
の
家
庭
で

本
書
を
参
考
に
し
て
作
品
中
の
料
理
が
作
ら
れ
て
い
た
と

い
う
事
実
に
驚
く
。 

弦
斎
は
世
間
か
ら
料
理
通
・
美
食
家
と
称
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
邸
宅
に
は
鈴
木
三
郎
助
（
味
の
素
創
業

者
）、
森
永
太
一
郎
（
森
永
製
菓
創
業
者
）、
三
島
海
雲

（
カ
ル
ピ
ス
創
業
者
）
な
ど
、
後
に
日
本
の
食
品
企
業
を

代
表
す
る
こ
と
に
な
る
人
々
が
訪
れ
、
新
商
品
開
発
に
際

し
て
彼
の
意
見
を
拝
聴
し
た
（
前
掲
黒
岩
氏
評
伝
）。
平

塚
の
弦
斎
の
家
は
美
食
の
殿
堂
と
化
し
た
の
で
あ
る
。 

現
在
で
も
公
園
の
周
り
に
は
、
ス
イ
ス
料
理
、
イ
タ
リ

ア
料
理
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ド
イ

ツ
菓
子
店
な
ど
が
あ
り
、
う
な
ぎ
料
理
屋
や
日
本
料
理
店

と
混
在
し
た
不
思
議
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
弦
斎
は
、
こ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
発
刊
の

あ
と
、
正
反
対
の
方
向
に
転
身
し
て
い
く
。
彼
は
今
度
は

｢

断
食｣

の
研
究
を
始
め
、
実
際
に
三
十
五
日
間
の｢

断
食｣

を
行
い
、
さ
ら
に
は
山
中
で
木
食
（
も
く
じ
き
）
生
活
を

送
り
、
仙
人
の
ご
と
き
生
活
を
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
晩

年
に
は
千
里
眼
や
透
視
に
関
心
を
持
ち
、
遺
稿
は
「
千
里

眼
の
研
究
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
黒
岩
氏
評
伝
）。 

弦
斎
の
生
ま
れ
た
年
は
一
八
六
三
年
で
あ
り
、
こ
れ
は

森
鴎
外
の
一
年
あ
と
、
夏
目
漱
石
の
四
年
前
で
あ
る
。
亡

く
な
っ
た
年
は
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
で
、
芥
川
龍
之

介
の
没
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
（
享
年
六
十
三
）。
彼
は
明

治
維
新
、
日
清
・
日
露
戦
争
、
関
東
大
震
災
、
円
本
ブ
ー

ム
な
ど
を
経
験
し
た
作
家
で
あ
っ
た
。 

こ
の
興
味
深
い
人
物
を
主
人
公
に
し
た
小
説
が
あ
る
。

火
坂
雅
志
（
ひ
さ
か
ま
さ
し
）
の
『
美
食
探
偵
』（
二
〇

〇
〇
年
刊
、
の
ち
講
談
社
文
庫
所
収
）
で
あ
る
。
こ
の
作

品
で
は
『
食
道
楽
』
執
筆
中
の
弦
斎
が
大
磯
を
中
心
と
し

た
湘
南
で
い
く
つ
か
の
事
件
に
遭
遇
し
、
そ
れ
を
助
手
と

と
も
に
解
決
す
る
。
大
隈
重
信
な
ど
明
治
の
政
治
家
が
登

場
し
、
洋
館
や
洋
食
が
数
多
く
登
場
す
る
、
異
色
の
推
理

小
説
で
あ
る
。 

 

不
思
議
な
出
会
い 

そ
の
十
六 

横
山
重
の
「
キ
レ
イ
な
本
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
山 

學 

『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
十
五
輯
で
、
横
山
重

が
坂
西
志
保
に
宛
て
た
書
簡
、
あ
し
か
け
五
年
分
の
全
文
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を
紹
介
し
ま
し
た
。
昭
和
十
二
年
か
ら
十
六
年
ま
で
、
坂

西
志
保
の
依
頼
を
受
け
た
横
山
重
は
、
米
国
議
会
図
書
館

の
た
め
に
多
く
の
日
本
古
典
籍
を
選
ん
で
送
り
ま
し
た
。 

横
山
の
書
簡
に
は
「
キ
レ
イ
な
本
」
と
い
う
言
葉
が
頻

繁
に
出
て
き
ま
す
。「
キ
レ
イ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の

で
し
ょ
う
。
殆
ど
の
有
名
文
庫
を
見
た
と
自
負
す
る
横
山

は
、「
キ
レ
イ
な
本
」
の
あ
る
所
と
し
て
安
田
文
庫
・
東

北
大
学
狩
野
文
庫
・
名
古
屋
甘
露
堂
文
庫
を
あ
げ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
古
書
店
に
絶
え
ず
行
く
か
ら
「
キ
レ
イ
な

本
」
に
出
合
え
る
の
で
、
目
録
買
い
を
す
る
と
「
キ
タ
ナ

イ
本
、
落
丁
本
、
後
刷
り
の
ス
ゴ
イ
」
の
が
送
ら
れ
て
く

る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
米
国
議
会
図
書
館
に

送
っ
た
本
は
「
キ
レ
イ
と
は
い
い
な
が
ら
、
安
い
本
」
で

あ
る
、
と
言
い
ま
す
。
あ
る
俳
書
を
選
ん
だ
理
由
を
「
全

部
が
キ
レ
イ
で
、
題
簽
も
全
部
つ
い
て
ゐ
る
と
い
う
だ
け

で
、
そ
れ
が
め
ず
ら
し
い
」
と
も
言
い
ま
す
。
横
山
重
が

「
コ
ノ
位
美
シ
イ
本
ハ
モ
ウ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
評
価

し
た
書
物
を
、
是
非
自
分
の
目
で
確
か
め
た
い
と
思
っ
て
、

こ
の
春
の
調
査
に
出
か
け
ま
し
た
。
そ
の
『
類
字
名
所
和

歌
集
』
の
閲
覧
は
、
帰
国
の
前
日
に
や
っ
と
叶
い
ま
し
た
。

元
和
三
年
（1617

）
に
刷
ら
れ
た
古
活
字
本
で
、
元
の
刷

題
簽
が
あ
り
、
綴
じ
も
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
擦
れ
た
り

も
縒
れ
た
り
も
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
墨
書
の
書
入
と
虫
食

跡
と
染
み
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
に
は
そ
れ
程
の
美

本
に
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
故
こ
の
書
物
を
横
山
重

が
こ
れ
程
高
く
評
価
し
た
の
か
が
正
直
分
か
ら
ず
、
ず
っ

と
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

先
日
の
「
生
活
文
化
講
演
会
」
の
講
師
と
し
て
、
間
島

由
美
子
氏
（
元
国
立
国
会
図
書
館
・
中
京
大
学
客
員
教

授
）
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
古
活
字
本
を
専
門
と
す
る
間

島
氏
は
、
写
真
を
見
て
「
刷
り
が
綺
麗
で
す
ね
」
と
即
座

に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
を
お
聞
き
し
て
、
ハ

ッ
と
し
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の

集
め
た
宝
玲
文
庫
を
基
準
に
「
美
し
い
本
」
を
考
え
て
い

た
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
す
。
横
山
重
に
と
っ
て

「
キ
レ
イ
」
と
は
「
整
っ
て
い
る
」
こ
と
な
の
で
す
。
刷

り
本
な
ら
ば
初
刷
り
に
近
く
、
欠
丁
や
欠
巻
の
無
い
、
題

簽
を
含
め
て
元
の
装
幀
を
保
っ
た
も
の
が
「
キ
レ
イ
な

本
」
な
の
で
す
。
書
入
や
虫
食
い
や
染
み
は
、
無
い
に
越

し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
程
の

欠
点
と
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 

「
と
に
か
く
キ
レ
イ
な
本
を
買
う
」
こ
と
が
、
横
山
重

の
収
書
の
基
本
で
し
た
。「
室
町
物
語
、
仮
名
草
子
、
古

浄
瑠
璃
」
は
逃
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

以
外
は
、
古
書
店
に
行
っ
た
ら
「
何
で
も
良
い
か
ら
そ
の

店
で
一
番
キ
レ
イ
な
本
を
買
う
。
こ
れ
が
成
功
し
た
」
と

記
し
て
い
ま
す
。「
系
統
は
自
然
に
集
ま
る
に
従
う
と
い

う
方
針
」
で
し
た
。
系
統
立
て
よ
う
と
す
る
と
、
キ
タ
ナ

イ
本
や
不
完
全
な
本
を
つ
い
買
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い

う
の
で
す
。
こ
の
や
り
方
で
、
横
山
重
は
短
期
間
に
（
昭

和
十
四
～
十
六
年
）「
佐
藤
文
庫
」
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。

佐
藤
英
芳
は
横
浜
の
実
業
家
の
息
で
、
慶
応
義
塾
の
事
務

に
い
た
人
で
す
。
イ
ン
フ
レ
時
代
な
の
で
、
商
売
上
の
利

益
の
一
部
を
物
に
替
え
よ
う
と
、
本
集
め
を
委
託
し
ま
し

た
。
議
会
図
書
館
の
本
集
め
は
予
算
と
年
度
に
縛
ら
れ
ま

す
が
、
良
い
本
に
出
会
っ
た
ら
迷
わ
ず
買
い
、
図
書
館
に

送
れ
な
い
も
の
は
佐
藤
文
庫
に
入
れ
ま
し
た
。
当
時
、
横

山
重
は
沢
山
の
補
助
金
を
得
て
い
ま
し
た
。
雨
潤
会
（
咸

臨
丸
乗
組
員
が
創
設
・
陸
奥
宗
光
）
か
ら
研
究
費
年
間
一

千
円
、
学
術
振
興
会
か
ら
五
千
四
百
円
、
鮎
川
義
介
（
日

産
）
か
ら
毎
年
二
千
五
百
円
、
他
に
学
士
院
か
ら
。
こ
れ

に
佐
藤
氏
の
潤
沢
な
資
金
が
加
わ
っ
て
、
横
山
重
の
本
集

め
は
大
変
自
由
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
十
三
年
は
、「
今

一
番
本
を
買
っ
て
ゐ
る
の
は
天
理
図
書
館
、
続
い
て
私
ど

も
の
グ
ル
ー
プ
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
十
五
年
七
月

に
は
「
去
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
は
、
私
ど
も
（
小
田
・

佐
藤
・
森
・
横
山
）
が
日
本
で
一
番
多
く
買
っ
た
」
と
あ

り
ま
す
。
大
変
な
勢
い
で
し
た
。
昭
和
十
六
年
一
月
の
書

簡
で
、
佐
藤
文
庫
は
「
も
う
二
年
も
す
れ
ば
、
安
田
と
天

理
を
除
け
ば
、
た
い
て
い
の
文
庫
は
抜
く
で
し
ょ
う
」
と

自
慢
し
て
い
ま
す
。
そ
の
半
年
後
に
は
、「
室
町
物
語
と

仮
名
草
子
は
日
本
一
に
な
り
ま
し
た
。
二
三
年
後
に
は
目

録
を
作
り
た
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
文

庫
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。 

横
山
重
は
『
室
町
時
代
物
語
集
』
と
『
古
浄
瑠
正
本

集
』
の
刊
行
を
続
け
て
い
ま
し
た
。「
久
原
文
庫
の
写
し

が
済
め
ば
、
私
ど
も
は
、
神
宮
文
庫
を
除
い
て
貴
重
文
庫

は
全
部
卒
業
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
」（
昭
和
十
三
年
十

一
月
）
と
あ
る
よ
う
に
、
横
山
重
の
周
り
に
は
い
つ
も
仕

事
の
仲
間
が
い
ま
し
た
。
次
の
通
り
で
す
。
太
田
武
夫
は

連
歌
と
仮
名
草
子
の
専
門
家
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
図



7 生文研メール 16 2012/8/28 

書
係
次
席
、
父
は
実
業
家
。
森
武
之
助
は
教
え
子
で
浄
瑠

璃
を
研
究
、
慶
應
義
塾
卒
、
大
妻
女
学
校
専
門
部
、
慶
應

義
塾
斯
道
文
庫
長(

昭
和
四
十
三
～
五
十
一
年)

。
金
子
竹

二
郎
は
早
稲
田
大
学
卒
、
図
書
寮
。
野
口
英
一
は
東
京
大

学
卒
、
陸
軍
士
官
学
校
教
授
。
山
田
忠
雄
は
山
田
孝
雄
の

息
、
東
京
大
学
卒
、
国
語
学
が
専
門
、
陸
軍
士
官
学
校
教

授
。
新
井
信
之
は
東
京
大
学
卒
、
竹
取
物
語
の
研
究
家
、

第
三
女
学
校
。
米
国
議
会
図
書
館
へ
送
っ
た
本
に
付
さ
れ

た
解
題
は
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
と
共
に
横
山
重
が
作
成
し

た
も
の
で
す
。
太
田
と
森
は
本
の
収
集
家
で
も
あ
り
ま
し

た
。「
私
と
森
君
と
二
人
寄
れ
ば
、
仮
名
草
子
で
は
日
本

一
」
「
太
田
君
は
連
歌
で
は
日
本
の
五
指
に
入
る[

図
書

寮
・
神
宮
文
庫
・
京
都
大
学
研
究
室
・
七
海
さ
ん
・
太

田]

」「
私
は
古
書
籍
目
録
で
は
四
指
に
入
り
、
古
浄
瑠
璃

で
は
十
二
三
番
目
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
実
業
家
の
資
金

力
に
は
勝
て
な
い
け
れ
ど
、「
自
分
は
足
で
集
め
」、「
日

本
の
学
界
人
で
は
私
が
第
一
」
と
自
負
し
て
い
ま
す
。 

横
山
重
は
勤
め
て
い
た
慶
応
義
塾
予
科
へ
、
二
年
間
の

休
職
願
い
を
出
し
ま
し
た
。「
主
と
し
て
、
本
を
買
う
の

に
機
会
を
失
わ
な
い
た
め
」
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
頃

に
は
、
議
会
図
書
館
の
古
典
籍
収
集
は
あ
ら
か
た
終
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
一
層
特
色
あ
る
文
庫
に
す
る
た
め

に
、「
往
来
物
」
を
徹
底
し
て
集
め
る
こ
と
を
坂
西
志
保

に
提
案
し
て
い
ま
し
た
。「
大
勢
で
手
分
け
し
て
根
こ
そ

ぎ
買
い
ま
す
。
人
物
と
足
で
は
誰
に
も
負
け
ま
せ
ん
。
今

買
お
う
と
し
て
い
る
も
の
が
全
部
そ
ろ
え
ば
、
正
し
く
日

本
一
で
す
」
と
、
大
変
な
意
気
込
み
で
し
た
。
こ
の
「
往

来
物
」
は
米
国
に
向
け
て
な
ん
と
か
船
出
し
ま
し
た
が
、

資
金
凍
結
令
が
出
た
た
め
、
陸
揚
げ
さ
れ
ず
に
戻
さ
れ
ま

し
た
。
年
報
の
第
二
十
四
輯
に
書
い
た
よ
う
に
、
こ
の

「
往
来
物
」
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
。 横

山
重
は
、
自
ら
を
「
校
訂
主
義
」
者
と
い
い
、
古
書

の
翻
刻
を
大
切
な
仕
事
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
物
価
が

高
騰
し
て
物
資
が
不
足
す
る
中
で
も
、『
室
町
時
代
物
語

集
』『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』『
琉
球
史
料
叢
書
』
の
刊
行
を

続
け
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
米
国
議
会
図
書
館
に
「
理
想

の
日
本
古
典
籍
の
文
庫
を
創
る
」
こ
と
を
、
何
と
し
て
も

実
現
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
日
米
間
の
情
勢
が

厳
し
く
な
っ
て
送
本
が
難
し
く
な
っ
て
も
、「
前
途
を
悲

観
せ
ず
」「
私
の
責
任
に
お
い
て
ゆ
っ
く
り
集
め
て
お
き

ま
し
ょ
う
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
横
山
重
が
坂
西
志
保
へ

書
簡
を
送
っ
た
こ
の
時
代
は
、
潤
沢
な
資
金
に
恵
ま
れ
、

明
確
な
目
標
が
あ
っ
て
、
仲
間
が
い
て
、
思
う
存
分
「
キ

レ
イ
な
本
」
を
追
い
か
け
ら
れ
る
、
横
山
重
に
と
っ
て
幸

せ
な
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。 

【
付
記
】 

・『
類
字
名
所
和
歌
集
』
法
橋(

里
村)

昌
琢
、
古
活
字

本
、
八
冊
、
袋
綴
、
跋
文
元
和
三
（1617

）
暦
秋
下
旬
。

刷
題
簽
「
類
字
名
所
和
歌
集
」
、
受
入
日
付

「My.22.1938

」
受
入
番
号
「538412

」、「Pl755.35 

416

」。
本
帙
に
は
「
東
京
弘
文
荘
納
」
朱
印
。
米
国
議

会
図
書
館
に
は
、
別
本(

七
冊
本)

「Jn.22.1938

」

「534871

」「PL755.35 417

」
も
あ
り
。 

・
安
田
文
庫
は
安
田
財
閥
の
安
田
善
次
郎
の
旧
蔵
書

(

後
期)

。
古
写
経
・
古
版
本
・
江
戸
地
図
・
書
誌
の
収

集
で
著
名
。
蔵
書
印
「
安
田
文
庫
」。
昭
和
二
十
年
三

月
の
空
襲
で
焼
失
。
蔵
書
印
「
安
田
文
庫
」。「
松
廼
舎

文
庫
」
は
安
田
蔵
書
の
前
期
分
。
江
戸
文
学
・
歌
舞

伎
・
能
楽
類
の
収
集
で
知
ら
れ
る
。
関
東
大
震
災
で
焼

失
。
蔵
書
印
「
松
廼
舎
文
庫
」「
松
乃
舎
」
「
麻
都
能

夜
」。 

 

・
狩
野
文
庫
は
狩
野
亨
吉
（1865

～1942

）
初
代
京
都

帝
大
文
科
大
学
学
長
の
旧
蔵
書
。
現
在
は
東
北
大
学
附

属
図
書
館
蔵
。
全
冊
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
て

い
る
。
蔵
書
印
「
狩
野
氏
図
書
記
」。 

 

・
甘
露
堂
文
庫
は
伊
藤
孝
一
（1891

～1954

）
の
旧
蔵

書
。
江
戸
期
の
文
学
作
品
。
現
在
は
国
学
院
大
学
附
属

図
書
館
蔵
。
名
古
屋
の
資
産
家
で
登
山
家
と
し
て
著
名
。

蔵
書
印
「
甘
露
堂
蔵
」。 
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【
資
料
の
ご
寄
贈
】 

原
田
禹
雄
氏
よ
り
、
歌
人
・
詩
人
か
ら
ご
本
人
宛
の
書

簡(

約
千
通)

を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
前
号
の
「
原
田
禹
雄

文
庫
」
目
録
に
こ
の
書
簡
集
を
加
え
ま
す
。
当
面
は
非
公

開
と
し
ま
す
。 

【
講
演
会
の
報
告
】 

去
る
七
月
七
日
午
後
二
時
か
ら
、
恒
例
の
生
活
文
化
講

演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
は
間
島
由
美
子
氏(

元
国

立
国
会
図
書
館
主
題
情
報
部
古
典
籍
課
・
中
京
大
学
客
員

教
授
）、
演
題
は
「
国
立
国
会
図
書
館
の
古
典
籍 

そ
の

世
界
と
魅
力
」
で
し
た
。
特
別
資
料
に
長
年
関
わ
っ
た
ご

経
験
か
ら
、
国
立
国
会
図
書
館
の
歴
史
と
古
典
籍
に
つ
い

て
画
像
で
数
々
の
資
料
の
姿
を
示
し
な
が
ら
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
講
演
の
中
で
、
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
、

実
際
の
図
書
検
索
方
法
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
ま
た
、
講
演
会
の
前
日
に
、
本
学
図
書
館
特
別
文

庫
所
蔵
の
古
活
字
版
資
料
数
点
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
古
活

字
に
つ
い
て
ご
教
示
を
得
ま
し
た
。 

【
資
料
館
訪
問
記
】 

先
日
、
津
山
市
の
「
棟
方
志
功
・
柳
井
道
弘
記
念
館
」

を
訪
問
し
ま
し
た
。
平
成
二
十
年
二
月
の
開
館
で
、
展
示

室
は
上
下
階
に
一
室
ず
つ
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
二
階
建

て
の
記
念
館
で
し
た
。
当
時
、
一
階
の
企
画
展
示
室
で
は

現
代
版
画
家
立
原
位
貫
の
作
品
展
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
忠
実
に
浮
世
絵
版
画
を
踏
襲
し
た
現
代
作
品
の
数
々

が
あ
り
ま
し
た
。
二
階
の
展
示
室
に
は
、
棟
方
志
功
の
版

画
作
品
や
貴
重
な
書
簡
類
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
津
山

と
棟
方
志
功
と
の
不
思
議
な
繋
が
り
が
、
興
味
深
く
、
次

回
の
訪
問
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
入
り
口
に
は
喫
茶

の
場
所
も
あ
り
、
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
む
こ

と
が
出
来
ま
す
。 

棟
方
志
功･

柳
井
道
弘
記
念
館(

Ｍ&

Ｙ
記
念
館) 

 

〒708-0814 

岡
山
県
津
山
市
東
一
宮

13-8 TEL/FAX:            

(0868)27-3239 

館
長 

松
田
信
也 

【
新
刊
書
の
紹
介
】 

・
張
競
著
『
異
文
化
理
解
の
落
と
し
穴;

中
国
・
日
本
・

ア
メ
リ
カ
』
二
〇
一
一
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
刊
。
張

競
氏
は
、
平
成
十
二
年
生
活
文
化
講
演
会
の
講
師
。 

・
上
原
兼
善
著
『「
名
君
」
の
支
配
論
理
と
藩
社
会;

池
田

光
政
と
そ
の
時
代
』
二
〇
一
二
年
七
月
、
清
文
堂
出
版

刊
。 

【
展
示
会
の
予
告
】 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

平
成
二
十
四
年
度
企
画
展
示

「
行
列
か
ら
み
る
近
世
」(

仮
称)

、
平
成
二
十
四
年
度
十

月
十
六
日
火
曜
日
～
十
二
月
九
日
。 

【
講
演
会
の
予
告
】 

ハ
ワ
イ
大
学
「
歴
博
特
別
イ
ベ
ン
ト
」、
二
〇
一
三
年
二 

月
十
日
、
特
別
講
演
会
「
江
戸
期
の
中
国
・
朝
鮮
・
琉
球

外
交
使
節
行
列
」
、
久
留
島
浩(

国
立
歴
史
民
俗
博
物

館)

・
横
山
學
・Gregory Smith(

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大

学 )

・John Szostsk(

ハ
ワ
イ
大
学) 

二
月
十
一
日
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。
両
日
と
も
ハ
ワ
イ
大
学

学
内
。 

 

『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
の
既
刊
目
次
と
「
生
文
研
メ

ー
ル
」(

本
文)

は
、
本
学
のWeb

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

http://www.ndsu.ac.jp/institute/culture.htm

l  


