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桐
本
東
太
著

中
園
古
代
の
民
俗
と
文
化

南

け
ハ
ド

白
民

こ
の
書
物
は
、
桐
本
来
太
氏
が
こ
れ
ま
で
に
設
表
し
て
こ
ら
れ
た
、
先
秦

時
期
の
惇
承
文
化
を
め
ぐ
る
論
考
を
ま
と
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
内
容
は
、

第
一
部
の
、
中
岡
占
代
の
民
俗
と
、
第
二
部
の
、
中
園
古
代
の
文
化
と
に
二

分
さ
れ
て
い
る
が
、
雨
者
の
匝
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

最
初
に
、
こ
の
書
物
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
十
四
篇
の
論
考
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
主
要
な
論
旨
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

第
一
部
の
最
初
に
収
め
ら
れ
た
、
「
中
園
古
代
の
塞
|
|
季
節
祭
と
の
関

連
か
ら
」
の
論
文
は
、
段
の
封
土
が
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
愚
行
の
一
つ
、
酒

池
肉
林
の
遊
び
に
つ
い
て
の
二
一
円
い
惇
え
の
背
後
に
、
男
女
が
集
ま
っ
て
行
な

う
、
春
の
祭
曜
の
惇
承
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
中
園
古

代
の
悪
王
た
ち
、
特
に
亡
凶
の
主
君
の
所
業
を
述
べ
た
歴
史
記
事
の
内
容
が
、

み
な
大
同
小
異
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
が
、
歴
史

的
事
賓
の
記
録
で
あ
る
よ
り
も
、
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
も
と
づ
い
た
、
停
承

的
な
観
念
を
物
語
り
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
部
分
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
聖
王
に
し
ろ
悪
王
に
し
ろ
、
民
俗
惇
承

が
核
と
な
っ
て
、
そ
う
し
た
支
配
者
に
関
す
る
か
歴
史
d

が
生
み
出
さ
れ
る
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場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
論
?
げ
人
で
は
、
酒
池
肉
林
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
男
女
の
性
的
な
乱

れ
に
閲
す
る
、
歴
史
化
さ
れ
た
言
い
惇
え
と
、
春
の
季
節
に
野
外
で
行
な
わ

れ
る
、
歌
垣
を
中
心
と
す
る
若
者
た
ち
の
儀
礎
的
行
事
と
の
聞
に
密
接
な
闘

連
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
う
し
た
場

の
中
心
に
、
四
周
を
水
に
取
り
固
ま
れ
た
高
官
室
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
覗
し
て

い
る
黙
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
一
歩
、
進
め
た
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
春
に
高
所
に
登
る
こ
と
の
主
要
な
目
的
は
、
そ
の
頂
上
に
お
い
て
ガ
園

見
ゲ
を
し
、
ま
た
気
を
吸
取
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
う
し
た

蓋
は
、
老
子
に
、
「
衆
人
照
照
と
し
て
、
春
に
蓋
に
登
る
が
ご
と
し
」
と

あ
る
よ
う
に
、
身
分
階
層
に
関
係
な
く
、
虞
く
一
般
民
衆
に
も
開
放
さ
れ
た

場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
図
家
と
民
衆
と
が
祭
紀
を
共
有
し
て
い
た
だ
ろ
う

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
民
衆
的
な
季
節
の
祭
組
(
特
に
生
命
の
再

生
に
関
わ
る
行
事
)
が
、
な
ぜ
悪
王
の
所
行
と
し
て
惇
説
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ

と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
原
因
と
経
過
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
い
分
析
が
、

今
後
の
仕
事
と
し
て
期
待
さ
れ
よ
う
。

第
二
章
の
「
市
に
さ
け
ぶ
も
の
|
|
中
園
古
代
の
市
と
議
兆
」
と
、
第
三

六
早
の
「
中
園
古
代
に
お
け
る
市
の
位
相
」
の
論
考
と
は
、
と
も
に
中
園
古
代

の
市
場
の
持
っ
て
い
た
象
徴
的
な
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第

さ
け

二
章
は
、
楚
辞
天
間
篇
に
見
え
る
、
「
妖
夫
曳
街
し
て
、
何
を
か
市
に
競
べ

る
」
と
い
う
句
を
い
か
に
解
稗
す
る
か
の
検
討
か
ら
出
設
を
し
、
こ
の
句
は
、

妖
犬
(
か
み
が
か
り
に
な
っ
た
男
)
が
市
場
で
園
家
の
滅
亡
を
珠
言
す
る
亙

歌
を
歌
っ
た
と
解
緯
で
き
る
と
論
じ
た
上
で
、
亙
頑
と
市
場
と
の
関
係
や
凶

兆
の
出
現
が
市
場
と
い
う
空
間
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
引
き
績
き
、
第
三
章
で
は
、
市
場
が
、
人
々
が
生
活
す
る
俗

十

11 寸11 



L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
ハ
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

394 

な
る
空
間
の
中
に
骸
め
込
ま
れ
た
聖
な
る
空
間
で
あ
り
、
異
界
に
通
底
す
る

場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
市
場
は
、
権
力
者
に
と
っ

て
、
刑
罰
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
権
勢
を
一
ぶ
す
た
め
、
都
合
の

よ
い
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
し
ば
し
ば
権
力
者
に
封
す
る
批
判
の
言
葉
が

噴
出
す
る
と
い
う
、
二
律
背
反
的
な
空
間
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
章
の
「
『
詩
経
』
束
方
未
明
の
一
解
稗
」
と
、
第
五
章
の
「
『
詩
経
』

「
汝
墳
」
の
一
解
稗
|
|
士
口
代
歌
謡
論
断
片
」
と
は
、
詩
経
・
園
風
の
中
か

ら
二
篇
の
詩
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
背
後
に
あ
っ
た
宗
教
・
民

俗
的
な
観
念
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
半
早
で
は
、
一
一
賛
風
・
東
方
未
明

篇
の
中
で
も
特
に
難
解
な
、
第
一
二
章
の
「
折
柳
奨
園
、
狂
犬
程
程
」
と
あ
る

二
句
を
、
方
相
氏
の
属
(
手
下
)
が
柳
を
畑
地
に
括
し
、
被
れ
を
職
、
っ
儀
躍

を
行
な
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
と
解
穫
を
し
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
東
方

未
明
篇
の
第
一
章
と
第
二
章
と
に
見
え
る
、
衣
装
を
縛
倒
す
る
と
い
う
行
局

も
、
日
常
的
な
秩
序
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
も
の
で
、
邪
気
を
外
の
世
界

に
追
い
や
る
者
に
ふ
さ
わ
し
い
服
装
な
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
第
五
章

で
は
、
周
南
・
汝
墳
篇
の
第
三
章
、
「
王
室
如
般
」
の
句
が
、
従
前
の
解
穫

の
よ
う
に
、
中
央
政
府
に
よ
る
苛
数
珠
求
が
狐
火
の
よ
う
に
巌
し
い
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
玉
川
国
十
と
は
女
性
の
身
龍
、
と
り
わ
け
女
性
の
性
器
を
指
し

て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
説
擦
と
し
て
、

「
経
籍
纂
詰
」
か
ら
、
室
は
穴
な
り
と
い
っ
た
訓
を
探
し
出
し
て
例
誼
に
し

て
い
る
だ
け
で
は
、
十
分
に
は
説
得
的
だ
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
の

前
の
句
に
魚
へ
の
言
及
が
あ
り
(
魚
が
性
的
な
意
味
を
含
ん
だ
シ
ン
ボ
ル
的

動
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
)
、
あ
と
の
匂
に
父
母
が
身
近
に
い
る
(
父
母
の
監
楓
が
き
び
し
い
)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
う
し
た
解
稗
も
む
げ

」

に
は
斉
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
王
室
の
語
に
つ
い
て
、
同
様
の
意

味
を
含
め
て
使
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
例
が
他
に
見
つ
け
ら
れ
な

い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
解
穣
を
達
詰
と
認
め
る
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
た
め
ら

い
を
覚
え
さ
せ
る
。

第
六
章
の
「
分
快
考
」
は
、
衣
服
の
持
つ
象
徴
性
を
論
じ
た
も
の
だ
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
衣
服
の
賄
奥
は
人
間
関
係
を
強
化
す
る
た
め
の
象

徴
的
な
行
局
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
そ
の
一
部
を
断
ち
切
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
関
係
の
断
絶
を
象
徴
的
に
表
明
す
る
と
い
う
習
俗
が
生
ま

れ
た
の
だ
と
の
推
測
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
分
快
が
、
そ
の
代
表
的
な
例
の

一
つ
だ
と
し
て
、
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
分
快
を
斬

袖
な
ど
の
行
震
と
匝
別
せ
ず
、
快
を
斬
り
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
前

提
で
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
八
刀
挟
は

連
訣
と
劉
比
さ
れ
る
表
現
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
挟
を
連
ね
て
遊
ん
で
来
た

友
人
ど
う
し
が
、
離
別
す
る
こ
と
に
な
り
、
扶
を
分
か
つ
と
い
う
の
で
あ
っ

て
、
必
ず
し
も
袖
口
を
切
り
取
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
快
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
楚
辞
を
讃
ん
で
い
る
者
に
は
、
九

歌
・
湘
夫
人
の
最
後
の
「
わ
が
挟
を
江
中
に
損
て
、
わ
が
様
を
澄
浦
に
遺

る
」
と
い
う
句
の
存
在
が
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
。
去
っ
て
行
っ
た
神
へ
の
思
い

を
托
し
て
、
衣
服
の
一
部
を
水
中
に
投
じ
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、
む
し
ろ
断
絶
と
は
逆
の
気
持
ち
を
こ
め
て
、
快
を
切
り
取
り
、

水
の
紳
に
奉
げ
た
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
衣
服
は
、
魂
を
く
る
む
も
の
で

あ
り
、
そ
の
全
部
、
あ
る
い
は
一
部
を
相
手
に
捧
げ
る
こ
と
は
、
自
分
の
魂

を
相
手
に
寄
託
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
四
章
で
論
じ
ら
れ

て
い
た
、
火
装
を
顛
倒
す
る
こ
と
に
関
連
し
て
は
、
小
野
小
町
の
歌
に
「
夜
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の
衣
を
か
え
し
て
ぞ
着
る
」
と
見
え
て
い
る
、
議
し
い
人
の
夢
を
見
る
た
め
、

夜
着
を
裏
返
し
に
着
る
と
い
っ
た
風
習
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
。
魂
を
あ
っ
か
う
技
術
と
衣
服
と
の
閥
係
と
い
っ
た
覗
貼
か

ら
、
衣
服
を
め
ぐ
る
民
俗
全
般
を
分
析
し
、
そ
う
し
た
基
礎
の
上
に
、
衣
服

の
象
徴
性
を
論
じ
て
み
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

第
七
章
の
「
『
山
海
経
』
と
木
簡
|
|
下
ノ
西
遺
跡
出
土
の
給
量
旦
板
を
め

ぐ
っ
て
」
は
、
日
本
で
出
土
し
た
、
丸
い
木
板
に
描
か
れ
た
古
代
の
給
量
が
、

山
海
経
に
記
さ
れ
て
い
る
安
繊
の
像
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
出
土
し
た
の
は
、
新
潟
豚
三
島
郡
和
島
村
の
官
街
遺
跡
で
あ
り
、
年

代
は
奈
良
時
代
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
孤
立
的
な
資
料
で
あ
っ

て
、
本
嘗
に
山
海
一
経
に
閥
わ
る
固
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
が
た
い
。
し

か
し
も
し
、
こ
の
出
土
物
が
山
海
経
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
車
に
山
海
経
と
い
う
書
物
の
惇
播
の
問
題
だ
け

に
限
ら
れ
ず
、
日
本
の
古
代
に
お
け
る
書
籍
全
般
の
停
来
、
さ
ら
に
贋
く
は
、

中
岡
思
想
・
文
化
の
受
容
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
も
の
問
題
を
提
起
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
孤
例
を
訟
と
し
て
大
き
な
論
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
同
様
の
例
が
、
ほ
か
に
い
く
つ
も
山
て
来
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

第
一
部
の
最
後
に
置
か
れ
た
、
「
山
中
の
濁
脚
鬼
に
閲
す
る
一
考
察
|
|

日
中
の
比
較
」
の
論
文
は
、
一
本
足
の
山
の
榊
に
つ
い
て
、
中
国
の
例
と
円

本
の
例
と
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
園
に
お
け
る
濁
脚
の
神
に
つ
い
て

は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
「
憂
一
足
」
の
惇
承
に
、
そ
の
古
く
か
ら
の
存
在
を

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
考
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
三
園

時
代
以
降
の
江
南
地
域
で
の
記
録
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
二
一
園
の

央
政
権
に
よ
る
山
越
経
営
が
、
こ
う
し
た
江
南
在
地
の
神
々
を
慶
く
中
園
の

知
識
人
た
ち
に
紹
介
す
る
契
機
と
な
り
、
筆
記
類
に
も
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
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な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
中
園
・
江
南
の
濁
脚
鬼
の
性
格
と
し
て
、
風

雨
を
支
配
す
る
力
が
あ
り
、
疫
病
を
ま
き
散
ら
す
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ

の
論
考
で
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
円
本
の
惇
示
に
あ
ら
わ
れ
る
濁
脚

鬼
に
も
、
基
本
的
に
中
岡
の
濁
脚
鬼
と
同
じ
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
日

本
の
調
脚
鬼
は
、
中
国
江
南
地
域
か
ら
惇
播
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
柳
田
岡
男
が
、
濁
脚
鬼
の
惇
承
の
起
源
を
人

身
犠
牲
に
あ
る
と
し
た
説
に
釘
し
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

惇
播
論
と
い
う
の
は
便
利
な
逗
具
で
は
あ
る
が
、
車
に
似
て
い
る
か
ら
惇

播
し
た
の
だ
と
推
定
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
人
々
が

そ
の
惇
播
を
捨
い
、
い
か
な
る
文
化
候
件
が
、
中
園
で
は
江
南
地
域
に
集
注

し
て
い
た
濁
脚
鬼
の
惇
承
を
、
円
本
に
お
い
て
は
、
全
図
的
に
接
げ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
を
説
明
を
し
て
始
め
て
、
向
学
問
的
な
立
論
だ
と
な
せ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
説
明
は
困
難
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
せ
め
て
基
本
的
な
構
想

だ
け
で
も
記
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
さ
ら
に
附
言
を
す
れ
ば
、
同
歩
は

足
萎
え
(
片
足
が
不
自
由
)
の
惇
承
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
は
濁

脚
と
一
極
別
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
部
の
最
初
の
二
章
に
収
め
ら
れ
た
、
「
-
小
死
の
探
求
|
|
始
皇
帝
巡

狩
の
一
側
面
」
と
「
始
皇
帝
の
第
一
回
、
巡
狩
と
封
樟
|
|
あ
る
い
は
封
聞
の

始
原
に
つ
い
て
」
、
お
よ
び
第
二
章
の
補
論
と
し
て
括
入
さ
れ
た
「
始
皇
帝

と
「
封
繭
」
」
の
三
篇
の
論
文
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
天
下
巡
狩
お
よ
び
泰
山

に
お
け
る
封
聞
の
意
味
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
の
第
了
羊
で
論

じ
ら
れ
て
い
る
、
対
王
の
悪
行
の
記
録
が
民
俗
惇
承
を
核
に
し
て
作
り
上
げ

ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
に
針
し
て
、
始
皇
帝
の
行
動
に
つ
い
て
は
、

表
面
的
に
は
破
天
荒
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
賓
は
、
古
く
か
ら
の
惇

承
に
、
む
し
ろ
積
極
的
に
沿
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
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て
い
る
。
雨
者
は
、
い
さ
さ
か
方
向
を
異
に
し
て
は
い
る
が
、
中
岡
古
代
の

支
配
者
た
ち
の
行
動
や
そ
の
歴
史
記
録
だ
と
さ
れ
て
来
た
も
の
が
、
民
俗
惇

承
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
黙
で
、
共
通
し
て
い
る
。
古
代

史
研
究
に
民
俗
的
学
的
な
頑
貼
が
不
可
扶
な
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
こ
の
論
文
集
の

持
つ
基
本
的
な
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
の
「
不
死
の
探
求
」
の
論
文
で
は
、
秦
始
皇
帝
の
五
度
に
わ
た
る

天
下
巡
狩
が
、
山
束
省
へ
の
放
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
東
方
の
地
で
行
な
わ
れ
る
春
の
季
節
祭
の
惇
承
が
、
そ
の
基
礎
に
あ
っ

た
か
ら
、
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
始
皇
帝
は
、
そ
う
し
た
古
来
の
惇
承
に

よ
り
つ
つ
、
東
海
に
望
み
、
神
へ
の
捧
げ
も
の
と
す
る
魚
を
み
ず
か
ら
射
て
、

長
毒
を
祈
っ
た
の
だ
と
説
明
を
す
る
。
第
二
章
の
「
始
皇
帝
の
第
一
回
巡
狩

と
封
禅
」
に
お
い
て
は
、
始
皇
帝
が
行
な
っ
た
五
回
の
巡
狩
が
ほ
と
ん
ど
東

方
へ
の
族
で
あ
っ
た
中
で
、
第
一
回
だ
け
は
西
方
へ
向
か
っ
て
の
巡
狩
で
あ

っ
た
こ
と
の
意
味
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
西
方
へ
の

巡
狩
の
次
の
年
に
泰
山
で
封
蹄
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の

巡
狩
は
封
樟
の
た
め
の
係
件
を
と
と
の
え
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測

を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
封
鵡
の
儀
式
を
行
な
う
た
め
の
候
件
と
し
て
天
下
の

平
定
が
完
成
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
天
下
平
定
の
中
心
的
な
要
件
は
譲
夷

に
あ
っ
た
。
第
一
回
の
巡
狩
が
旬
奴
と
の
係
争
の
地
域
へ
向
か
っ
た
の
は
、

夷
秋
の
討
伐
と
平
定
を
意
味
す
る
行
動
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
の
推
定
が
述
べ

ら
れ
る
。
さ
ら
に
封
紳
儀
曜
の
起
源
を
求
め
て
、
墨
子
の
粂
愛
中
篇
に
、
周

の
武
一
土
が
泰
山
で
神
事
を
行
な
い
、
隊
を
し
た
と
あ
る
記
事
に
注
目
し
て
、

隠
の
儀
穫
が
封
樟
に
つ
な
が
っ
た
で
あ
ろ
う
と
論
じ
る
。
第
二
章
の
補
篇
で

は
、
こ
の
隊
の
儀
穫
に
つ
い
て
、
隊
は
燈
に
通
ず
る
と
し
て
、
け
む
り
を
上

げ
て
天
を
杷
る
僚
祭
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
の
推
測
が
述
べ
ら

」

れ
て
い
る
。

始
皇
帝
の
第
一
回
の
巡
狩
が
西
点
へ
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
意

味
は
、
確
賓
に
は
解
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
薙
に
お
け
る
瓦
時
の
祭
杷
と
の

関
係
は
無
頑
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
五
時
の
祭
紀
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
し

い
内
存
は
知
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
史
記
の
封
調
書
の
中
に
も
、
五
時
の
祭

穫
が
封
聞
の
儀
耀
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
記
述
が
、
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
封
締
儀
曜
の
起
源
を
賛
の
文
化
以
外
に

も
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
周
の
武
王
の
惇
説
的
な
事
跡
を
承
け
た
も
の
だ

と
す
る
よ
り
も
、
五
時
の
祭
杷
の
賓
態
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
方
が
、

着
賓
な
議
論
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
部
、
第
三
章
の
「
中
原
逐
鹿
考
」
で
は
、
天
下
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て

争
う
こ
と
が
グ
逐
鹿
U

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
元
来
の
意
味
が
追
求
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
議
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
重
日
制
さ
れ
て
い
る
の
は
、
史
記

の
周
本
紀
に
見
え
る
「
粟
鹿
は
牧
に
あ
り
、
蛮
鴻
は
野
に
満
つ
」
と
い
う
一

句
で
あ
る
。
肢
の
末
年
の
朕
況
を
述
べ
た
こ
の
記
事
は
、
粟
鹿
や
蛮
鴻
が
養

育
さ
れ
て
い
た
主
君
の
苑
固
か
ら
流
出
し
て
、
誰
で
も
が
容
易
に
捕
獲
で
き

る
原
野
に
散
ら
ば
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
を
記
し
た
も
の
だ
と
推
定
し
、

こ
れ
ら
の
禽
獣
は
、
元
来
、
主
君
の
祭
記
儀
穫
に
犠
牲
と
し
て
用
い
ら
れ
る

は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
禽
獣
が
他
人
の
手

に
入
り
易
い
場
所
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
君
が
園
家
の
支
配
穫
を
喪
失

し
て
い
た
こ
と
を
音
信
州
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
さ

さ
か
疑
問
で
あ
る
の
は
、
主
君
が
用
い
る
様
牲
動
物
と
し
て
も
っ
と
も
重
要

で
あ
っ
た
の
は
帝
午
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
牛
で
あ
っ
て
、
鼠
が
そ
の
牛
の

角
を
蓄
っ
た
り
す
る
と
、
重
大
事
態
だ
と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
歴
史
書
に
も

記
録
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
も
し
犠
牲
獣
の
流
出
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
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っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
午
で
は
な
く
、
な
ぜ
粟
鹿
が
注
目
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
粟
鹿
は
牧
に
あ
り
と
い
う
表
現
は
、
こ
こ
で
の
議
論
と
は
逆

に
、
野
生
の
動
物
が
人
の
居
住
地
の
す
ぐ
側
ま
で
侵
入
し
て
来
た
、
す
な
わ

ち
、
カ
オ
ス
が
人
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
ま
で
迫
っ
て
い
た
こ
と
の
象
徴
だ
と

し
て
讃
め
そ
う
な
の
で
あ
る
が
。

第
四
章
の
「
中
園
古
代
の
服
属
儀
種
」
の
論
文
は
、
伊
予
が
段
の
湯
王
に

始
め
て
ま
み
え
る
に
際
し
て
、
鼎
姐
を
背
中
に
負
っ
て
い
た
と
い
う
史
記
の

記
述
の
意
味
を
分
析
し
、
同
じ
く
史
記
に
見
え
る
、
廉
頗
将
軍
が
刑
を
背
に

負
っ
て
謝
罪
し
た
の
と
同
様
の
服
属
儀
雄
で
あ
り
、
鼎
を
背
負
う
の
は
み
ず

か
ら
を
犠
牲
に
し
、
供
物
と
し
て
支
配
者
の
前
に
さ
し
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た

と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
征
服
者
が
敗
北
者
を
弓
矢
で
射
た
と
い
う
惇
説

ゃ
、
臣
服
す
る
に
際
し
て
委
質
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、

服
属
の
儀
躍
の
中
に
見
え
る
動
物
犠
牲
の
観
念
の
重
要
さ
を
指
摘
す
る
。
そ

の
最
高
の
形
態
が
、
み
ず
か
ら
を
犠
牲
と
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
収
め
ら
れ
た
「
い
わ
ゆ
る
「
競
射
・
採
桑
」
園
を
め
ぐ
る
一
試

論
」
は
、
戟
同
四
時
代
前
期
に
属
す
る
銅
壷
に
鋳
出
さ
れ
た
園
像
を
分
析
し
た

論
文
で
あ
る
。
そ
う
し
た
壷
給
の
代
表
的
な
例
、
ふ
た
つ
を
取
り
上
げ
、
そ

の
上
段
に
競
射
・
採
桑
闘
が
、
中
段
に
宴
楽
園
が
、
下
段
に
は
戟
争
園
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
追
求
し
て
い
る
。

L
L
段
は
祭
把
の
前
段
階
を
描

い
た
も
の
で
、
採
桑
は
祭
服
を
作
る
た
め
の
も
の
、
射
穫
は
祭
杷
の
参
加
者

を
選
別
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
中
段
に
は
戦
争
で
の
勝
利
を
祈
る
た
め

の
祭
杷
の
本
番
が
描
か
れ
、
下
段
に
は
賓
際
に
交
わ
さ
れ
た
戦
争
の
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
の
解
稗
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
に

よ
っ
て
、
三
つ
の
場
面
を
統
合
的
に
理
解
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

397 

」

こ
う
し
た
解
稗
に
い
さ
さ
か
疑
問
を
懐
く
の
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
壷
給
に
重
か
れ
て
い
る
射
櫨
や
飲
酒
儀
穫
の
場
面
が
、
儀

曜
の
郷
射
櫨
篇
や
郷
飲
酒
櫨
篇
の
記
述
と
よ
く
合
致
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ

れ
を
軍
事
的
な
祭
穫
だ
と
理
解
す
る
こ
と
と
が
う
ま
く
照
合
し
な
い
こ
と
で

あ
る
。
郷
射
櫨
篇
や
郷
飲
酒
楼
篇
の
記
述
か
ら
軍
事
的
な
色
彩
を
感
知
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
も
し
戦
勝
祈
願
の
行
事
で
あ
れ
ば
、
射
稽
や
飲
酒

植
な
ど
の
古
典
的
な
共
同
樫
の
儀
穫
で
は
な
く
、
も
う
す
こ
し
殺
伐
な
要
素

が
主
面
に
見
え
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
わ
た

し
自
身
は
、
戦
闘
場
面
は
、
二
子
に
分
か
れ
て
の
軍
事
演
習
で
は
な
か
っ
た

か
と
推
測
を
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
解
稗
も
ま
た
不
確
か
で
あ
る
。

代
表
的
な
壷
槍
二
例
だ
け
に
限
ら
ず
、
他
の
断
片
的
な
書
像
例
な
ど
も
考
慮

し
て
、
春
秋
時
代
の
最
末
年
か
ら
戦
岡
中
期
こ
ろ
ま
で
の
時
期
に
、
少
な
か

ら
ざ
る
青
銅
櫨
器
(
水
器
が
大
部
分
で
あ
る
)
に
儀
櫨
的
な
書
一
像
が
書
か
れ

た
こ
と
の
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
に
、
桐
本
氏
の
論
文
集
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
た
。
桐
本

氏
の
議
論
は
、
多
方
面
に
及
ぶ
が
、
基
本
的
に
は
、
従
来
の
議
論
を
踏
ま
え

つ
つ
、
そ
れ
を
一
歩
、
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
濁
脚
鬼
(
神
)
の
惇
承
に
つ
い
て
、
た
た
ら
製
銭
と
の
関
連
を
求

め
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
縦
横
に
走
り
阿
る
と
い
っ
た
議
論
は
し
て
い
な

い
。
着
昔
、
な
議
論
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
民
俗
皐
に
よ

る
文
化
探
求
が
、
風
俗
史
研
究
と
異
な
る
の
は
、
民
俗
事
象
の
背
後
に
、
そ

れ
ら
を
統
合
す
る
観
念
の
樫
系
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
、
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
は
れ
・
け
、
ま
れ
人
、
貴
種
流
離
諦
、
田
H

ハ
界
な
ど
、
民
俗
撃
が
持

ち
出
し
た
い
く
つ
か
の
観
念
は
、
無
限
定
に
適
用
さ
れ
た
結
果
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
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ち
ゃ
で
わ
け
の
解
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
あ

る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
く
つ
か
の
現
象
の
背
後
に
、
そ
れ
ら
を
一
つ
高
い

次
元
で
統
合
す
る
観
念
を
求
め
る
た
め
の
努
力
を
、
よ
り
最
密
な
姿
勢
で
績

け
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
観
念
は
、
架
空
の
も
の
で
は
な

く
、
壮
A

官
制
度
や
儀
躍
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

濁
脚
鬼
の
例
で
言
え
ば
、
人
聞
を
犠
牲
と
す
る
風
習
の
存
在
を
想
定
し
た
柳

田
岡
男
の
議
論
は
、
確
か
に
十
分
な
論
謹
を
鉄
い
て
い
る
に
し
て
も
、
一
つ

目
や
一
本
足
の
怪
物
に
つ
い
て
の
惇
承
の
背
後
に
、
な
に
か
異
常
な
儀
穫
の

存
在
を
感
じ
取
っ
た
柳
同
と
同
様
の
感
性
を
備
え
る
こ
と
は
、
民
俗
的
学
に
関

わ
る
者
に
と
っ
て
不
可
扶
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
時
に
ま
た
、
桐
本
氏
が
中
園
古
代
の
市
場
の
性
格
を
論
じ
て
、
異
界
へ

の
通
路
、
だ
と
す
る
安
易
な
定
義
づ
け
を
採
用
し
た
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

も
、
い
さ
さ
か
不
満
が
の
こ
る
。
漢
代
の
市
場
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く

つ
も
の
分
析
が
あ
る
。
先
秦
時
期
の
市
場
に
つ
い
て
も
、
そ
の
祉
曾
的
な
(
貫

態
を
確
か
め
た
上
で
、
市
場
と
い
う
空
間
に
附
随
し
て
い
た
共
通
観
念
(
共

同
幻
想
)
を
抽
出
し
、
雨
者
の
関
係
を
考
え
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
嘗
時

の
市
場
に
集
っ
て
い
た

H

衆
μ

た
ち
の
性
格
の
分
析
が
そ
う
し
た
研
究
の
基

礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
民
俗
・
枇
舎
向
学
的
な
探
求
と
し
て
は
、
現
在
の
中

園
少
数
民
族
枇
舎
に
お
い
て
定
期
市
場
の
開
催
(
超
場
)
が
い
か
な
る
意
味

を
も
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
有
数
な
示
唆
を
あ
た
え
て
く
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
論
文
集
を
通
じ
て
の
、
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

春
の
季
節
祭
で
あ
ろ
う
。
肢
の
材
王
か
ら
秦
の
始
皇
帝
ま
で
、
中
岡
古
代
の

君
主
た
ち
の
特
殊
な
行
動
の
背
後
に
は
、
春
の
季
節
祭
の
惇
承
が
感
知
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
な
が

」

ら
、
そ
の
季
節
祭
の
賓
態
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
日
ハ
刷
版
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
の
が
不
満
で
あ
る
。
春
の
季
節
祭
に
つ
い
て
、
新
年
の
、
歳
の
初

め
の
儀
植
で
あ
る
の
か
、
上
巳
の
節
句
の
よ
う
な
暮
春
の
儀
穫
を
言
っ
た
も

の
な
の
か
も
定
義
さ
れ
て
は
い
な
い
。
詩
経
・
園
風
に
属
す
る
諸
篇
の
解
緯

に
つ
い
て
も
、
グ
ラ
ネ
の
よ
う
な
理
解
が
有
放
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

に
し
て
も
、
そ
う
し
た
組
貼
が
ど
の
範
閏
ま
で
適
用
で
き
る
か
を
慎
重
に
見

極
め
る
こ
と
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
ま
た
、
束
方
未
明
篇
の
解
轄
で
、
衣
服
を
顛
倒
す
る
こ
と
が
現
賓
の
秩
序

の
外
に
出
る
こ
と
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
山
賀
際
の
詩
に
は
、

「
東
方
未
明
、
顛
倒
衣
装
、
顛
之
倒
之
、
向
公
召
之
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
表

現
に
忠
賓
に
そ
う
か
、
き
り
、
朝
早
く
公
か
ら
招
集
が
か
か
り
、
あ
わ
て
て
↓
衣公

服
を
整
〉
え
え
ぬ
ま
ま
町
駈
柚
け
つ
け
よ
う
と
す
る
と
い
、
う
つ
音

で
あ
ろ
、
う
つ
1O
背
後
に
あ
つ
た
民
俗
的
な
惇
承
と
賓
際
の
表
現
と
の
開
の
距
離

と
閥
係
に
つ
い
て
も
、
詳
し
い
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
民
俗
的
学
的
な

覗
黙
で
枇
命
日
現
象
の
背
後
に
そ
の
組
形
を
求
め
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
組

形
が
現
賓
の
中
で
設
現
す
る
際
の
時
代
的
・
枇
合
目
的
な
特
質
を
も
論
じ
な
い

と
、
民
俗
墜
(
特
に
歴
史
民
俗
的
学
)
は
十
全
な
向
学
問
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
だ
け
、
取
費
と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
翠
げ
れ
ば
、
こ
こ
に
収

め
ら
れ
た
諸
論
考
は
、
論
擦
と
す
る
資
料
を
も
っ
ぱ
ら
文
献
に
求
め
て
い
て
、

出
土
資
料
に
は
十
分
な
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
秦
の
始

皇
帝
が
東
海
で
魚
を
射
て
神
へ
の
捧
げ
も
の
と
し
て
と
い
う
惇
承
に
つ
い
て

は
、
石
鼓
丈
の
中
で
の
魚
へ
の
言
及
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

主
君
が
供
え
る
動
物
犠
牲
と
領
園
支
配
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
中
山
闘
の

櫨
器
銘
に
見
え
て
い
る
、
新
し
い
占
領
地
で
中
山
王
が
行
な
っ
た
巻
狩
り
の
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記
事
が
、
年
代
の
確
か
な
資
料
と
し
て
、
参
照
す
べ
き
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
は
、
卜
辞
に
見
え
る
狩
猟
と
股
王
の
支
配
龍
制
と
の
関
係
を
論

じ
た
松
丸
道
雄
氏
の
研
究
も
無
視
で
き
な
い
。

こ
の
論
文
集
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
先
秦
時
代
の
文
献
に
記
さ
れ
た
内
零

を
十
全
に
稗
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
民
俗
的
学
的
な
頑
黙
を
鉄
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
う
し
た
覗
貼
を
訣
く
と
き
、
文
献
の
記
遮
は
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
的

な
意
味
を
惇
え
る
も
の
と
し
て
し
か
、
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

399 

あ
る
。
こ
の
論
文
集
に
牧
め
ら
れ
た
諸
論
考
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
言
及

し
て
お
り
、
中
国
古
代
の
文
化
に
封
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
的
学
的
研
究
の

成
果
を
大
き
く
取
り
ま
と
め
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
書
物
で
行
な
わ

れ
た
、
そ
う
し
た
成
果
の
線
ま
と
め
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
分
野
の
研
究
が

さ
ら
に
一
歩
、
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

二
O
O
四
年
二
一
月
東
京
刀
水
書
房

A
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