
幽

風

七

月

の

紅

曾

谷

口

義

介

は
じ
め
に

闘
の
所
在
地

社
舎
の
構
造

む
す
び

t土

じ

め
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民
謡
で
あ
り
古
代
歌
謡
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
『
詩
経
』
諸
篇
は
、
古
代
社
曾
の
現
貨
の
具
鐙
的
な
反
映
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
活
す
る

も
の
の
息
吹
き
を
そ
の
ま
ま
現
代
に
俸
え
る
が
、
と
り
わ
け
幽
風
七
月
の
一
篇
は
、
一
年
に
わ
た
る
農
村
の
第
働
と
生
活
を
生
き
生
き
と
描
い

自
然
の
リ
ズ
ム
と
農
耕
の
手
順
と
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
田
園
生
活
を
影
り
豊
か
に
歌
っ
た
こ
の
一
篇
に
接
す
る
と

①
 

き
、
グ
ラ
ネ
ー
な
ら
ず
と
も
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
銃
事
詩
『
仕
事
と
日
々
』
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
も
同
様
に
、
季
節
の
移
り
襲
わ
り

た
農
事
詩
で
あ
る
。

と
の
闘
連
の
も
と
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
農
事
の
営
み
が
遁
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②
 

し
か
し
、
へ
シ
オ
ド
ス
も
し
く
は
『
仕
事
と
日
々
』
の
研
究
に
比
較
す
る
と
、

幽
風
七
月
に
閲
す
る
そ
れ
は
、
著
る
し
く
見
劣
り
が
す
る
と

七
月
篇
を
含
ん
だ
幽
風
詩
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
未
だ
定
設
を
得
て
い
な
い
し
、
諸
園
の
園
振
り
の
歌
と

さ
れ
る
園
風
中
、
幽
を
ど
の
地
方
に
定
め
る
か
に
劃
し
て
も
、
三
設
が
併
存
し
て
い
る
の
が
現
紋
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
七
月
篇
を

逼
し
て
窺
わ
れ
る
幽
の
祉
曾
的
性
格
に
つ
い
て
も
、
歴
史
的
に
よ
り
正
確
な
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

い
っ
た
印
象
は
否
め
な
い
。
第
一
、

589 
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本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
幽
風
研
究
の
現
献
を
踏
ま
え
て
、

ま
ず
七
月
篇
の
成
立
時
期
と
闘
の
所
在
地
を
検
討
し
、
・
次
い
で
そ
の
社
舎
構
造

を
分
析
し
て
、
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

闘

の

所

在

地

民
謡
と
し
て
の
闘
風
詩
の
成
立
を
果
し
て
ど
の
時
代
に
想
定
し
う
る
か
と
い
う
問
題
は
、

『詩
経
』
諸
篇
の
成
立
年
代
に
閲
す
る
研
究
史
の

な
か
で
も
、
と
り
わ
け
困
難
な
課
題
を
負
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
園
々
の
民
謡
で
あ
る
十
五
園
風
中
、
幽
を
ど
の
地
方
に
比
定
す
る
か
と

周
民
族
瑳
鮮
の
地
を
同
じ
く
幽
と
み
な
す
俸
承
と
も
か
ら
ま
っ
て
、
未
だ
鋳
一
し
た
結
論
に
達
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
嗣
間

風
が
ど
の
地
方
の
民
謡
で
あ
り
、
停
承
上
周
民
族
の
故
地
と
さ
れ
る
幽
が
ど
こ
を
指
す
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
詩
篇
の
成
立
年
代
を
劃
定
し

い
う
見
解
が
、

ょ
う
と
す
る
と
き
、
同
時
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
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従
来
ほ
と
ん
ど
定
説
と
な
っ

て
い
た
幽
風
快
西
説
を
斥
け
て
、
そ
の
舞
蓋
を
山
西
河
・
沿
の
聞
に
求
め
、
闘
風
を
春
秋
期
菅
人
の
詩
と
み
な

@
 

し
た
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
銭
穆
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
提
設
は
、
買
は
周
民
族
の
出
自
の
地
に
つ
レ
て
の
解
明
に
そ
の
主
眼
が
あ
り
、
画
風
山

西
設
は
、
雨
河
の
聞
に
周
初
の
遺
風
が
残
る
と
し
て
、
補
足
的
に
論
ぜ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

そ
の
読
は
多
く
の
矛
盾
を
含
む
か
の
よ
う
で

あ
る
。

銭
氏
は
、
七
月
篇
に
さ
か
ん
に
歌
わ
れ
る
誼
桑
が
快
西
の
風
土
で
は
見
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
の
地
に
桑
の
野
生
し
た
こ
と

は
、
秦
風
車
郊
・
黄
鳥
の
詩
に
も
み
え
て
い
る
。
ま
た、

園
風
と
扮
域
と
を
結
合
す
る
有
力
な
根
擦
と
さ
れ
る
田
租
の
祭
に
し
て
も
、
大
雅
甫

田
・
大
田
に
み
え
、
必
ず
し
も
山
西
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
銭
氏
は
さ
ら
に
、
扮
水
下
流
の
唐
風
と
幽
風
と
の
類
同
を
論
じ
て
い
る
が
、

二
風
の
あ
い
だ
に
は
詩
の
背
景
と
し
て
か
な
り
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち、

七
月
篇
の
内
容
に
即
し
て
み
る
限
り
、
銭
穆
氏
の
掲
げ

る
上
記
の
諸
黙
は
、

幽
風
の
舞
蓋
を
山
西
の
地
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
論
援
に
な
り
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
、
従
来
の
園
風

快

西

設

を

襲

い

な

が

ら

、

郭

沫

若

氏

の

読

が

あ

ら
郭
氏
は
主
と
し
て
、
春
秋
中
期
か
ら
戦
園
期
に
か
け
て
質
施
さ
れ
た
暦
法
は
周
暦
で
あ
っ
た
と
い
う
暦
法
史
研
究
の
成
果
に
基
づ
ぉ
、
七

そ
の
成
立
期
を
春
秋
中
期
に
ま
で
引
き
下
げ
た
も
の
に



月
篇
に
詠
み
込
ま
れ
た
時
令
は
周
暦
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
詩
の
作
成
も
そ
れ
に
鷹
じ
て
春
秋
中
期
以
降
に
定
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
偲
り
に

そ
の
詩
が
幽
地
か
ら
採
取
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
秦
人
統
治
下
の
映
西
の
詩
で
あ
り
、
詩
中
に
は
嘗
然
そ
の
社
舎
を
反
映
す
る
句
が
含
ま
れ
て
い

@
 

る
、
と
論
じ
た
。
そ
の
場
合
、
秦
地
の
「
詩
風
は
秦
・
幽
の
雨
園
を
粂
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
秦
風
と
の
閥
連
が
問
題
に
な
る
が
、
二
風

か
ら
推
測
さ
れ
る
そ
の
社
禽
構
造
に
は
明
確
な
相
違
貼
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
郭
氏
は
、
七
月
篇
に
お
け
る
「
七
月
」
以
下
の
月
名
を
そ
の
ま

ま
周
暦
に
基
づ
く
も
の
と
解
し
て
、
「
一
之
日
」
・
「
二
之
日
」
は
月
名
と
は
み
な
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、
十
一
月
か
ら
二
月
ま
で
の
部
分
に
、

か
え
っ
て
「
一
之
日
」
・
「
二
之
日
」
と
い
っ
た
周
暦
に
よ
る
月
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
逆
に
、
四
月
か
ら
十
月
ま
で
の
月
名
は
、
立

春
に
近
い
正
月
を
歳
首
と
す
る
夏
暦
に
基
づ
く
。
そ
の
第
五
章
に
は
、
十
月
を
改
歳
と
歌
っ
て
、
次
の
月
か
ら
二
之
日
」
が
始
ま
り
、
第
一

章
に
は
「
二
之
日
」
を
卒
歳
と
歌
っ
て
い
る
が
、
こ
の
改
歳
と
卒
歳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
周
暦
と
夏
暦
に
お
け
る
年
末
の
月
を
意
味
し
て
い
る
。
改

歳

か

ら

卒

歳

ま

で

の

二

箇

月

の

聞

き

は

、

多

至

よ

り

二

箇

月

お

く

れ

の

月

を

正

月

と

す

る

夏

暦

⑦
 

と
の
差
に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
七
月
篇
は
、
周
暦
と
夏
暦
と
い
う
二
種
の
暦
法
を
併
用
し
て
い
る
と
み
る
の
が
正
し
く
、
そ

多
至
正
月
(
周
正
)
を
歳
首
と
す
る
周
暦
と
、
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れ
に
伴
っ
て
郭
氏
の
読
は
著
る
し
く
そ
の
論
援
を
弱
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
七
月
篇
が
周
正
と
夏
正
を
併
用
す
る
が
ゆ
え
に
、

@
 

そ
の
詩
を
春
秋
期
の
魯
の
も
の
と
断
じ
た
も
の
に
、
侍
斯
年
氏
の
設
が
あ
る
。

西
周
の
初
め
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
周
正
が
魯
の

@
 

文
公
・

宣
公
の
頃
を
境
に
夏
正
に
移
行
し
た
と
す
る
暦
法
史
研
究
上
の
見
解
と
も
閥
連
し
よ
う
。
し
か
し
、
魯
と
は
別
に
菅
も
夏
正
を
用
い
て

⑩
 

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
王
栢
に
論
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
周
正
か
ら
夏
正
へ
の
移
行
は
、
あ
く
ま
で
公
的
な
制
定
暦
の
上
で
の
問

こ
の
設
は
『
左
俸
』
の
記
載
に
基
づ
い
て
魯
の
地
に
こ
の
事
賓
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
で
、

つ
ま
り
制
定
暦
と
し
て
周
正
が
用
い
ら
れ
て
い
た
西
周
期
に
お
い
て
も
、
民
間
に
あ
っ
て
は
、
賞
用
暦
・
農
業
暦
と
し
て
の

性
格
の
顕
著
な
夏
正
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
夏
暦
は
、
華
北
で
農
耕
生
活
を
営
む
上
に
最
も
適
合
し
て
い
た
か
ら
、
そ

の
暦
法
は
公
式
に
も
、
漢
の
武
帝
の
太
初
元
年
よ
り
清
朝
に
至
る
ま
で
、
若
干
の
例
外
を
除
き
歴
代
王
朝
に
採
用
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
夏
暦
が

行
わ
れ
た
歴
史
は
古
く
、
西
周
期
に
あ
っ
て
も
貫
用
暦
・
農
業
暦
と
し
て
贋
く
通
行
し
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

題
に
す
ぎ
な
い
。

591 
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侍
斯
年
氏
の
幽
風
山
東
説
の
論
擦
は
、
暦
法
上
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
闘
詩
と
い
わ
ゆ
る
周
公
設
話
と
の
関
連
に
も
及
び
、
そ
れ
を

⑪
 

承
け
た
徐
中
野
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
徐
氏
の
論
貼
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
結
論
と
し
て
、
幽
風
詩
の
成
立
を
春
秋
末
期
の

魯
園
に
求
め
、
魯
の
繁
人
が
幽
衝
を
奏
し
つ
つ
歌
っ
た
幽
風
は
、
他
の
『
詩
経
』
諸
篤
と
と
も
に
魯
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
、
と
論
じ

て
い
る
。
し
か
し

『
詩
経
』
が
魯
の
楽
師
の
俸
請
す
る
と
こ
ろ
を
底
本
と
し
、

幽
風
の
編
成
に
そ
の
手
が
な
に
ほ
ど
か
加
わ
っ

て
い
た
と
し

て
も
、
徐
氏
が
説
く
よ
う
に
、
幽
風
の
舞
蓋
そ
の
も
の
を
繁
師
ら
が
住
し
た
魯
園
の
風
土
に
求
め
、
そ
の
詩
篇
に
は
春
秋
期
の
魯
の
政
治
情
勢

が
反
映
し
て
い
る
と
断
ず
る
に
至
つ
て
は
、
到
底
そ
の
読
を
信
じ
が
た
い
。
開
風
山
東
読
に
射
し
て
は
す
で
に
、
華
北
の
風
土

・
物
産
・
気
候

⑫

⑬
 

な
ど
に
つ
い
て
、
逐
一
具
鐙
的
な
反
駁
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
別
の
側
面
か
ら
白
川
静
氏
も
委
曲
を
壷
し
た
批
判
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
徐
氏
は
、
季
札
の
幽
詩
評
に
「
そ
れ
周
公
の
東
せ
る
か
」
と
あ
る
の
に
基
づ
い
て
、
周
公
が
魯
に
入
っ
た
一
誼
と
し
、
幽
風
す
な
わ
ち
魯

風
に
外
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
古
来
、
魯
の
地
を
幽
と
稀
し
た
例
は
な
く
、
魯
侯
が
周
公
と
呼
ば
れ
た
事
買
も
な
い
。
ま
た

『呂
氏
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春
秋
』
音
初
篇
に
、
破
斧
を
東
音
に
属
し
て
い
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
破
斧
と
は
幽
風
中
の
一

篇
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
を
含
む
幽
風
は
東
音

す
な
わ
ち
魯
の
楽
で
あ
る
、

と
す
る
侍
氏
の
読
を
援
引
し
て
い
る
。

し
か
し
、

音
初
篇
に
い
う
破
斧
の
詩
は
も
と
も
と
夏
后
氏
孔
甲
の
俸
承
に

伴
う
も
の
で
、
醐
風
中
の
詩
と
は
何
ら
の
関
係
も
な
い
、
等
々
と
白
川
氏
は
批
剣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
徐
氏
の
山
東
設
は
、
詩
篇
が

い
つ
の
時
代
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
こ
で
保
管
俸
請
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
か
ら
逸
脱
し
て
、
詩
篇
自
桂
の
成
立
時
期
や
そ
の
風
土
的

・

社
曾
的
背
景
に
ま
で
議
論
を
横
大
し
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
、
行
論
上
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
銭
穆
氏
の
山
西
読
、
郭
沫
若
氏
の
快
西
説
、
侍
斯
年

・
徐
中
評
判
両
氏
の
山
東
読
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
認
め
ら
れ
な

い
と
し
た
ら
、

幽
風
は
ど
の
地
方
の
民
謡
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

四
氏
共
に
幽
詩
の
成
立
を
春
秋
末
期
に
求
め
る
黙
で
は
共
通
す
る

が
、
果
し
て
そ
こ
ま
で
引
き
下
げ
て
考
え
る
こ
と
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
到
底
首
肯
し
が
た
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
上
に
略
論
し
た
通
り

で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
幽
風
七
篇
、
す
べ
て
周
公
の
自
作
も
し
く
は
周
公
の
事
蹟
を
歌
う
詩
と
す
る
詩
序
以
来
の
奮
説
に
従
う
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。



そ
も
そ
も
、
幽
詩
と
周
公
を
結
び
つ
け
て
解
律
す
る
最
大
の
根
擦
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
破
斧
篇
が
「
周
公
東
征
」
の
一
句
を
含
む
貼
に

あ
る
。
し
か
し
、
大
雅
や
周
煩
の
諸
篇
よ
り
は
る
か
に
遡
っ
た
西
周
初
期
に
、
こ
の
詩
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
三
章
昼
詠
の
形
式
を
想
定
す
る
こ

⑭
 

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
む
ろ
ん
破
斧
篇
は
周
公
の
自
作
で
は
な
く
、
そ
の
東
征
の
偉
業
を
た
た
え
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
三
章
昼
一
詠

瞳
の
成
立
を
西
周
後
期
と
考
え
る
と
、
周
初
よ
り
し
て
す
で
に
約
二
五

O
年
、
し
か
も
詩
は
遁
述
の
僻
を
含
ま
な
い
。
ま
た
詩
序
は
、
鴎
鵠
篇

@
 

を
周
公
に
よ
る
三
監
の
叛
と
関
連
づ
け
て
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
者
と
し
て
孔
子
も
孟
子
も
周
公
設
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
両
者
が
結
び
つ
け

⑮
 

ら
れ
た
の
は
、
戦
園
末
期
の
成
立
と
み
ら
れ
る

『向
書
』
金
牒
篇
よ
り
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幽
風
七
篇
を
す
べ
て
周
公
と
関
連
一

づ
け
て
西
周
初
期
の
成
立
と
み
な
す
詩
序
以
来
の
俸
統
的
な
幽
詩
解
韓
も
ま
た
、

に
わ
か
に
信
じ
が
た
く
、
雨
者
が
な
に
ゆ
え
結
合
さ
れ
た
か

と
い
う
問
題
は
、
改
め
て
別
の
方
向
か
ら
検
討
し
な
お
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
買
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で

⑫
 

に
白
川
氏
に
よ
り
明
解
に
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
解
答
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
幽
詩
と
周
公
読
話
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
幽
の
所
在
地
と
そ

の
成
立
年
代
を
究
明
し
た
後
で
改
め
て
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
て
お
く
と
、
幽
風
諸
篇
の
成
立
は
晩
く
と
も
西
周

⑮
 

末
期
に
か
か
り
、
幽
と
は
奮
読
通
り
、
快
西
省
の
涯
水
上
流
域
と
み
る
の
が
最
も
安
嘗
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
周
民
族
の
出
自
の
地
と
さ
れ
る
幽
も
ま
た
岐
山
の
東
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

@
 

い
。
む
し
ろ
、
卜
鮮
に
子
え
る
周
族
の
消
息
や
、
股
・
周
期
に
お
け
る
主
要
農
業
地
域
の
分
布
と
い
っ
た
貼
か
ら
す
る
回
、
周
の
起
源
は
山
西

@
 

省
西
南
部
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
歴
史
地
理
の
立
場
か
ら
鏡
穆
氏
が
、
幽
の
原
名
は
扮
に
渡
し
、
も
と
扮

し
か
し

涯
水
上
流
を
指
す
、

域
を
示
す
名
で
あ
っ
た
、

と
す
る
見
解
は
首
肯
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
周
民
族
の
出
自
の
地
と
し
て
の
幽
は
山
西
省
西
南
部
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
地
を
か
り
に
第
一
の
幽
と
稽
し
て
お
こ
う
。
周
が
第
一
の
幽
か
ら
離
れ
て
西
準
し
た
事
情
と
し
て
は
、
股
の
勢
力
が
河

南
北
部
に
定
着
す
る
の
に
伴
い
、
そ
の
監
迫
を
受
け
て
、
山
西
基
地
に
あ
っ
た
山
岳
民
鬼
方
が
西
に
移
動
し
、
そ
の
影
響
を
こ
う
む

っ
て
更
に

@
 

周
の
西
遷
が
促
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
情
勢
に
儀
儀
な
く
さ
れ
て
、
周
は
肢
の
圏
内
を
去
り
、
清
水
の
域
に
入

593 

っ
て
、
こ
の
方
面
の
経
営
に
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
豊
・
錆
の
地
に
轄
じ
て
、

肢
末
ま
で
に
は
確
乎
た
る
勢
力
を
築
く
に
至
っ
た
。

し
台、
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し
、
扮
域
を
去
っ
た
周
民
族
が
直
ち
に
岐
山
南
麓
に
達
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
西
進
の
ル
l
ト
に
閥
し
て
は
、
再
考
の
能
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、

『
史
記
』
周
本
紀
に
よ
る
と
、
部
に
封
じ
ら
れ
た
后
稜
の
後
、
子
の
不
官
は
失
官
し
て
戎
秋
の
聞
に
奔
り
、

一
代
へ
た
公

山
を
こ
え
、

つ
い
に
岐
山
の
下
に
本
嬢
を
定
め
た
、 八

代
後
の
古
公
宣
父
の
と
き
、
薫
育
に
攻
め
ら
れ
て
こ
の
地
を
去
り
、
漆

・
祖
二
水
を
渡
っ
て
梁

と
惇
え
ら
れ
る
。
古
註
に
よ
る
と
、
部
と
は
快
西
武
功
豚
、
幽
と
は
快
西
侃
鯨
に
比
定
さ

劉
は
耕
稼
の
業
に
力
め
て
闘
に
建
闘
し
た
が
、

れ
て
い
る
か
ら
、
周
民
族
は
滑
水
河
岸
か
ら
北
上
し
て
涯
水
上
流
に
達
し
、
再
び
南
下
し
て
岐
山
山
麓
に
移
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

俸
統
的
解
樟
に
射
し
て
、
部
を
山
西
聞
喜
将
に
比
定
し
、
幽
を
山
西
河
・

扮
の
聞
に
求
め
た
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
銭
穆
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
こ
の
読
を
継
承
し
た
伊
藤
道
治
氏
は
、
甲
骨
文
で
鬼
方
と
呼
ば
れ
る
薫
育
の
匪
迫
を
受
け
た
周
民
族
は
、
河
・
扮
の
合
流
黙
よ
り
や
や
南

@
 

で
渡
河
し
、
西
準
し
て
快
西
銅
川
鯨
を
過
ぎ
、
岐
山
の
麓
に
達
し
た
、
と
い
う
設
を
た
て
た
。
因
み
に
銅
川
鯨
は
、
股
中
期
の
遺
物
が
設
見
さ

@
 

れ
た
奮
く
か
ら
の
農
業
地
域
で
あ
り
、
段
後
期
に
な
る
と
そ
の
文
化
は
漸
く
岐
下
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
更
に
西
周
文

n
，“
 

化
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
、
長
安
鯨
客
省
荘
の
西
周
早
期
の
遺
蹟
か
ら
設
見
さ
れ
た

T
一ニ
二

一
二
B
と
い
わ
れ
る
高
、
す
な
わ
ち
張
家
坂
l
式

@

@
 

と
呼
ば
れ
る
袋
朕
足
を
も
っ
扇
は
、
西
周
の
遁
常
の
一
同
と
は
形
式
を
異
に
し
、
む
し
ろ
河
南
龍
山
文
化
に
属
す
る
安
陽
大
司
空
村
出
土
の
高
に

@
 

近
い
と
み
な
し
、
こ
こ
に
股
代
の
高
か
ら
西
周
の
一掃
へ
の
連
績
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
一
局
と
い
う
一
器
種
の
連
績
性
を
も
っ
て
股
・
周

雨
文
化
の
影
響
閥
係
の
全
践
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
形
式
の
一簡
が
客
省
荘
ば
か
り
で
な
く
、
清
水

・
注
水
の
上
流
域
に
お
い
て

@
 

も
渡
見
さ
れ
て
い
る
貼
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
特
に
重
要
な
の
は
、
類
似
の
一
百一同
が
長
武
鯨
史
家
河
で
護
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

こ
の
事
貫
は

股
代
晩
期
の
文
化
が
注
水
流
域
の
邪
鯨
の
附
近
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
侍
読
上
の
周
都
を
求
め
て
注
水
流
域
を
貫
地
に
踏
査
し
た
石
蕗
如
氏
は
、
そ
の
南
岸
に
遺
跡
の
分
布
が
少
い
の
に
封
し
、
山
脚

@
 

部
の
白
水
源
周
謹
に
か
え
っ
て
遺
跡
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
の
踏
査
の
お
り
、
泉
源
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
「
溝
園
地
形
」
上
に
お
い
て
、
多

数
の
彩
陶

・
灰
陶
が
採
取
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
新
石
器
時
代
の
農
耕
集
落
が
皆
ま
れ
る
場
合
、
地
下
水
を
比
較
的
浅
く
求



め
ら
れ
る
と
い
う
農
耕
立
地
上
の
篠
件
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
山
西
省
内
に
お
い
て
も
、
彩
陶
・
黒
陶
期
以
来
の
奮
い

農
耕
遺
跡
は
、
沖
積
卒
野
を
流
れ
る
黄
河
や
扮
水
と
は
全
く
無
関
係
で
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
山
脚
部
と
黄
土
基
地
と
の
接
燭
黙
に
集
中
し
て
い

ヤ
す
な
わ
ち
、
背
後
に
山
が
あ
り
、
前
面
に
河
を
有
す
る
緩
や
か
な
傾
斜
地
で
、
山
腹
か
ら
の
湧
水
が
小
河
川
と
な
っ
て
河
に
流
れ
込
ん
で

レ
る
よ
う
な
地
形
で
は
、
土
地
は
自
然
に
潅
甑
さ
れ
て
お
り
、
地
下
水
位
が
高
い
た
め
、
時
に
人
工
濯
瓶
を
必
要
と
し
な
い
皐
地
農
業
が
可
能

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
候
件
に
恵
ま
れ
て
、
浬
水
流
域
に
は
、
仰
部
文
化
以
来
の
奮
い
農
業
地
帯
が
開
け
て
い
た
と
み
な
す
こ

と
と
が
で
き
よ
う
。
上
記
し
た
よ
う
な
特
殊
な
高
に
代
表
さ
れ
る
股
代
晩
期
の
文
化
を
受
け
い
れ
る
基
盤
を
、
こ
の
地
域
は
す
で
に
十
分
備
え

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
石
氏
は
、
大
雅
公
劉
篇
に
み
え
る
幽
を
郷
鯨
城
と
栴
巴
に
嘗
て
、

逝
く
」
、

「
そ
の
流
泉
を
観
る
」

そ
の
共
通
す
る
地
理
的
環
境
と
し
て
、
前
者
が
浬
水
の
、
後
者
が
三

@
 

と
も
に
肥
沃
な
土
地
と
豊
富
な
泉
源
を
有
す
る
事
買
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
公
劉
篇
に
「
か
の
百
泉
に

と
い
っ
た
詩
句
が
散
見
す
る
の
も
、

幽
の
所
在
地
を
探
る
場
合
、

極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

。ο

水
河
の
沖
積
第
二
蓋
地
上
に
位
置
し
、

七
月
篇
を
は
じ
め
劇
風
の
諸
篇
に
は
、

幽
の
所
在
地
を
直
接
示
す
資
料
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
周
の
開
園
侍
読
を

停
え
る
公
劉
篇
に
幽
の
名
が
出
て
、
そ
の
地
を
具
鐙
的
に
歌
っ
て
い
る
か
ら
、
公
劉
篇
の
検
討
を
通
じ
て
幽
の
所
在
地
を
確
か
め
う
る
方
途
が

ぅ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

公
劉
篇
に
は
、
幽
の
ほ
か
、
漕
原
・
京
師
・
滑
・
丙
な
ど
の
具
桂
的
な
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
滑
と
は
も
ち
ろ
ん
滑
水
を
指
し
、
丙

水
は
浬
水
の
支
流
で
あ
る
か
ら
、
公
劉
篇
の
幽
は
、
消
・
涯
二
水
を
中
心
と
し
た
範
圏
内
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
薄
原
に
つ
い
て
王
園
維
は
、
こ

@

@

 

れ
を
大
克
鼎
に
み
え
る
陣
原
に
比
定
し
、
郭
氏
も
そ
の
読
を
追
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
白
川
氏
は
京
師
を
、
克
鐘
の
「
王
親
し
く
克
に
命
じ
て

@
 

涯
東
を
通
し
、
京
自
に
至
る
」
の
京
自
に
嘗
て
る
。
鐘
銘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
王
命
を
奉
じ
て
克
が
濫
水
の
東
一
得
を
巡
察
し
、
京
自
の

地
に
至
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
京
自
は
浬
水
の
東
に
位
置
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
大
克
鼎
・
克
鐘
の
二
器
と
も
、
同
じ
く
克
氏
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の
遺
し
た
舜
器
で
あ
る
。
大
克
鼎
の
陣
原
も
迩
水
周
遁
に
求
め
る
の
が
自
然
で
、
白
川
氏
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
克
氏
の
器
に
み
え
る
京
自
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-
陣
原
こ
そ
公
劉
篇
の
京
師

・
薄
原
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
閑
地
の
範
園
は
更
に
狭
ま
っ
て
、
連

@
 

水
上
流
の
一
固
に
劃
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
克
氏
二
器
は
夷
王
・

属
王
期
の
製
作
に
か
か
り
、
大
雅
の
諸
篇
は
概
ね
西
周
末
期
ま
で
に
は

成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
公
劉
篇
の
作
ら
れ
た
そ
の
時
代
、

周
民
族
の
租
先
停
一広
に
お
い
て
、
現
在
の
知
将
の
あ
た
り
が
幽
と
み
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
買
で
あ
る
。
こ
の
地
を
便
宜
上
、
第
二
の
幽
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
初
め
山
西
河
・

扮
の
聞
の
い
わ
ゆ
る
第
一
の
幽
に
居
住
し
た
周
民
族
は
、
鬼
方
に
追
わ
れ
て
黄
河
を
渡
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
西

進
し
て
岐
下
に
達
し
た
の
で
は
な
く
、
陳
西
銅
川
牒
の
あ
た
り
か
ら
北
に
折
れ
て
注
水
上
流
の
郷
田
開
附
近
に
至
り
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
第
二
の
幽

に
定
着
し
て
数
代
に
及
ぶ
経
営
を
行
い
、
園
力
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
扮
域
を
示
す
名
で
あ
っ
た
酪
(
扮
)
が
知
に
轄
じ
、

西
周
末
の
子
孫
に
よ
っ
て
、
現
在
の
邪
牒
城
の
附
近
が
遠
祖
公
劉
の
拓
い
た
幽
地
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
は
、

扮
域
を
援
し
て
遅
水
流
域
に
移
つ

た
周
民
族
が
、
更
度
岐
下
に
輯
じ
、
豊
・
鏑
の
地
に
園
都
を
集
め
る
以
前
、
数
代
に
わ
た

っ
て
そ
の
地
を
経
営
し
、
民
族
の
基
礎
を
築
き
あ
げ

114ー

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
周
の
開
園
侍
読
を
歌
う
大
雅
公
劉
篇
は
、
古
公
富
一父
に
よ
る
周
原
開
穫
を
歌
っ
た
大
雅
綜
篇
よ
り
も
晩
出

@
 

の
詩
篇
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
公
劉
篇
に
は
、
第
二
の
闘
に
あ
っ
た
頃
の
民
族
の
歴
史
、か
痕
跡
的
な
か
た
ち
で
遣
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
大
雅
島知
驚
の
詩
が
、
注
水
の
ほ
と
り
で
組
重
の
来
臨
を
杷
る
こ
と
を
歌
う
の
も
、
あ
る
い
は
そ
の
流
域
の
闘
が
周
民
族
の
故
地
と
し
て
特

@
 

別
に
意
識
さ
れ
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

公
劉
よ
り
教
え
て
八
代
後
、
異
民
族
に
追
わ
れ
た
周
は
大
奉
し
て
園
地
を
離
れ
、
古
公
宣
父
に
率
い
ら
れ
て
岐
山
の
南
麓
に
本
擦
を
定
め
る

が
、
西
周
期
に
入
っ
て
、
再
び
そ
の
地
は
周
王
朝
の
支
配
の
及
ぶ
領
域
と
な
っ
た
。
克
氏
二
器
が
一
示
す
よ
う
に
、
夷
・
属
期
、
涯
東
の
一
帯
は

@
 

克
氏
の
透
省
を
受
け
、
邪
牒
下
孟
村
に
お
い
て
は
、
西
周
末
期
の
遺
跡
も
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
以
前
、

入
殖
し
た
氏
族
に
よ
っ
て
豊
か
な
農
耕
生
活
が
管
ま
れ
て
い
た
。

い
わ
ゆ
る

第
二
の
幽
で
は

そ
の
祉
舎
の
一
年
に
わ
た
る
農
事
と
生
活
を
歌
う
も
の

が
、
す
な
わ
ち
幽
風
七
月
篇
に
外
な
ら
な
い
が
、
克
氏
の
透
省
以
前
、
そ
の
地
に
入
殖
し
た
も
の
が
い
か
な
る
氏
族
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
更
に
若
干
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
先
に
ふ
れ
た
大
克
鼎
の
検
討
か
ら
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。



大
克
鼎
は
、
初
め
自
越
の
形
式
を
も
っ
て
王
室
と
自
家
の
関
係
を
述
べ
た
の
ち
、
後
半
の
知
命
の
部
分
に
お
い
て
、

次
第
を
刻
し
て
い
る
。

国
土
・
民
人
の
賜
奥
の

汝
に
回
を
埜
に
賜
ふ
。
汝
に
田
を
津
に
賜
ふ
。
汝
に
井
家
の
匁
す
る
田
を
瞥
に
賜
ふ
。
販
の
臣
妾
と
と
も
に
す
。
汝
に
田
を
康
に
賜
ふ
。

汝
に
田
を
匿
に
賜
ふ
。
汝
に
田
を
陣
原
に
賜
ふ
。
汝
に
田
を
寡
山
に
賜
ふ
。
汝
に
史
小
臣
・
霊
衝
・
鼓
鐘
を
賜
ふ
。
汝
に
井
涯
の
鏑
す
る

@
 

人
を
賜
ふ
。
併
せ
て
汝
に
井
人
の
景
に
奔
れ
る
を
賜
ふ
。

克
氏
関
係
の
器
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
小
克
鼎
・
克
謹
・
克
鐘
・
伯
克
萱
・
師
克
墾
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
は
夷
・
属
の
際
に
わ
た
り
、
す

べ
て
快
西
岐
山
鯨
の
出
土
で
あ
る
。
克
氏
の
本
貫
が
岐
山
に
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
疑
い
え
な
い
が
、
大
克
鼎
に
お
い
て
、

「
埜
」
以

下
七
箇
所
の
田
土
が
克
氏
に
分
賜
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
岐
山
に
近
い
諸
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

名
が
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
述
の
ご
と
く
そ
の
地
域
は
百
六
睦
的
な
考
定
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陣
原
と
は
大
雅
公
劉
篇
に
み
え
る

し
か
も
、
そ
の
中
に
「
陣
原
」
の

「
湾
原
」
に
外
な
ら
ず
、
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そ
の
地
は
公
劉
の
故
居
た
る
闘
の
境
域
に
属
し
て
い
る
。
陣
原
以
外
の
諸
地
に
つ
い
て
は
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
し

な
い
が
、
克
氏
の
本
貫
た
る
岐
山
か
ら
、
涯
水
上
流
の
幽
に
か
け
て
の
地
域
に
散
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
岐
山
方
面
の
大

族
で
あ
っ
た
克
氏
は
、
夷
・
属
の
頃
よ
り
衣
第
に
勢
力
を
抜
大
し
、
そ
の
本
邑
か
ら
東
し
て
涯
水
に
及
ぶ
幽
の
故
地
を
、
多
く
そ
の
采
邑
と
し

て
領
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
克
氏
の
有
に
諦
す
る
ま
で
の
幽
地
が
い
か
な
る
献
態
に
お
か
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
資
料
は
極
め
て
乏
し
い
。
そ
の

⑬
 

中
で
白
川
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
周
召
分
映
の
停
承
に
史
賓
の
反
映
を
認
め
、
岐
山
鯨
召
亭
を
境
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
東
方
の
涯
水
に
及
ぶ
地
域
に

周
公
の
采
邑
が
あ
り
、
公
劉
以
来
の
由
緒
の
あ
る
幽
地
は
、
周
公
の
一
族
が
入
殖
し
て
そ
の
経
営
に
嘗
っ
て
い
た
、
と
論
じ
ら
れ
旬
。
幽
と
周

公
の
関
係
は
、
幽
風
七
篇
が
す
べ
て
周
公
と
関
連
事つ
け
て
解
四
拝
さ
れ
て
い
る
勲
か
ら
も
、
こ
と
さ
ら
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

る
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言
う
ま
で
も
な
く
、
周
公
旦
の
子
に
は
、
魯
に
封
ぜ
ら
れ
た
長
子
伯
禽
と
、
成
周
に
あ
っ
て
本
宗
を
つ
い
だ
明
保
の
ほ
か
、
凡
・
蒋
・
那
・
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茅

・
昨

・
祭
の
六
園
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
す
べ
て
河
南
か
ら
山
東
に
か
け
て
そ
の
領
邑
を
保
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
特
に
注
目
さ
れ
る
の

は、

六
圏
中
の
盛
族
と
さ
れ
る
那
氏
で
、

刑
は
金
文
で
は
井
あ
る
い
は
井
と
書
か
れ
て
、
金
文
資
料
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
菱
重
に
み
え
る

⑬
 

井
侯
祉
は
周
公
の
子
に
擬
定
さ
れ
て
い
る
が
、
井
侯
の
ほ
か
、
金
文
に
は
井
伯
・
井
公
な
ど
の
名
も
み
え
、
そ
の
闘
は
井
邦
と
呼
ば
れ
て
、
務

孝
期
に
は
井
叔
は
王
命
を
出
納
す
る
卿
士
の
職
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
井
氏
が
非
常
な
盛
族
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

資
料
に
よ

っ
て
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

西
周
初
期
以
来
の
金
文

井

(
H邪
)
氏
が
周
公
の
胤
で
あ
る
こ
と
が
確
か
だ
と
す
る
と
、

先
に
掲
げ
た
大
克
鼎
の
銘

文
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
克
氏
に
賜
興
さ
れ
た
田
土
・
臣
妾
の
う
ち
、
井
家
の
所
有
管
理
に
か
か
る
も
の
が
三

例
も
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
賓
は
、
克
氏
の
有
に
掃
す
る
前
の
闘
地
に
周
公
の
支
族
た
る
井
氏
が
入
殖
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貝
塚
茂
樹
氏
は
、
大
克
鼎
の
「
井
家
」
を
股
代
の
井
方
の
後
奇
で
あ
る
井
族
と
解
し
て
、
こ
の
推
定
と
は
異
な
る
見

@
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仰併を
一ホ
さ
れ
て
い
る
が
、
般
の
井
方

・
婦
井
と
周
公
の
胤
た
る
邪
氏
と
は
、
も
と
よ
り
別
に
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
王
園
維
は

『説
文
』

説
策
三
の
邪
丘
が
耶
園
の
故
地
で
あ
る
、

那
字
下
に
、

「mm
は
周
公
の
子
の
封
ぜ
ら
れ
し
所
に
し
て
、
地
は
河
内
の
懐
に
近
し
I

」
と
あ
る
の
を
引
き
、
『
左
停
』
宣
公
六
年
や
『
戦
園
策
』

⑬
 

と
論
じ
て
い
る
。
邪
丘
は
お
そ
ら
く
卜
僻
に
み
え
る
井
方
の
領
域
に
麗
し
、
地
名
と
し
て
蔑
さ
れ
た

井
(
邪
)
が

周
代
に
入
っ
て
そ
の
地
の
居
住
者
の
氏
披
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
白
川
氏
も
ま
た
、

周
公
の
子
で
あ
る
祉
は
、
河
南
氾
水

@
 

と
述
べ
ら
れ
て
レ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
井
侯
初
封
の

@
 

地
を
陳
西
華
同
開
の
域
林
一
固
に
比
定
し
、
そ
の
地
か
ら
刑
丘
に
移
っ
た
と
す
る
見
解
も
伊
藤
氏
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
周
公
の
六
支
族
の
な
か
で
は
、
最
も
注
水
上
流
の
幽
に
近
い
。
し
か
も
井
氏
が
特
に
盛
栄
の

一
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
那
丘
よ

豚
か
ら
封
岸
の
温
照
刑
丘
に
移

っ
て
、
井
侯
の
名
も
そ
の
移
封
に
よ

っ
て
定
ま

っ
た、

り
別
れ
て
更
に
そ
の
一
部
が
闘
地
に
入
り
、

同
じ
姫
姓
の
氏
族
と
し
て
、

周
王
室
の
俸
統
あ
る
地
域
を
継
承
し
た
と
み
る
こ
と
も
、
決
し
て
不

可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
詩
序
は
、

幽
風
破
斧
に
み
え
る
「
周
公
東
征
」
の
一
句
を
周
公

E
に
よ
る
管
察
征
伐
の
こ
と
と
し
て
、
配
下
の
兵
士
が
そ
の
偉

業
を
讃
え
た
も
の
と
み
な
し
、
東
山
篇
も
ま
た
周
公
東
征
に
関
す
る
も
の
で
、
周
公
が
兵
士
の
携
を
ね
ぎ
ら
つ
た
詩
で
あ
る
、
と
解
し
た
。
L



か
し
、
上
記
の
ご
と
く
、
克
氏
の
勢
力
が
幽
地
に
波
及
す
る
夷
・
属
期
よ
り
前
、
す
で
に
周
公
の
胤
が
入
殖
し
て
そ
の
地
を
保
持
し
て
い
た
と

す
る
と
、
幽
風
と
周
公
説
話
に
闘
す
る
詩
序
の
読
と
は
別
に
、
嘗
然
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
合
理
的
な
解
律
が
提
出
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
白
川
氏
は
、
「
周
公
東
征
」
と
は
幽
に
采
地
を
え
た
周
公
支
喬
の
成
役
の
こ
と
を
指
し
、
「
東
山
」
も
ま
た

か
ら
、
そ
の
行
役
と
は
こ
れ
ら
諸
戎
の
侵
冠
に
劃
す
る
防
人
的
な
戦
闘
で
あ
る
、

西
周
後
期
金
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
方
の
搬
抗
は
涯
・
洛
二
水
に
沿
っ
て
南
下
し
た

@
 

と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
樫
に
そ
っ
て
更
に
、

幽
よ
り
し
て
東
の
浬
東
の
山
地
と
み
る
べ
き
で
、

鴎
鵠
篇
は
外
族
の
侵
冠
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
生
活
の
不
安
を
歌
い
、
狼
践
の
詩
は
困
難
に
針
慮
す
る
幽
侯
を
讃
し
た
も
の
で
、
九
震
は
周
公

の
胤
が
新
婚
と
と
も
に
幽
地
を
去
る
こ
と
を
哀
惜
す
る
詩
で
あ
ろ
う
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
大
克
鼎
は
闘
に
お
け
る
井
家

所
有
の
田
土
と
そ
の
民
人
の
克
氏
に
劃
す
る
賜
興
を
刻
し
て
い
る
か
ら
、
井
家
が
周
公
の
胤
で
あ
る
と
す
る
と
、
周
公
の
支
喬
が
胸
地
を
撤
牧

す
る
運
命
に
逢
着
し
た
こ
と
は
事
賓
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、

周
公
離
幽
の
最
大
の
原
因
が
、
外
族
の
侵
冠
に
あ
っ
た
こ
と
は

て
い
る
が
、
こ
れ
は
北
方
か
ら
の
侵
凌
に
射
し
周
公
旦
の
血
を
ひ
く
公
族
の
力
で
は
す
で
に
そ
の
地
を
維
持
し
が
た
く
、

@
 

の
雄
族
た
る
克
氏
の
勢
力
を
借
り
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
は
岐
山
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確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
大
克
鼎
と
同
じ
く
克
氏
の
器
で
あ
る
克
鐘
は
、
克
氏
が
王
命
を
奉
じ
て
涯
東
の

一
帯
を
遜
省
し
た
こ
と
を
誌
し

九
置
が
周
公
離
幽
に
闘
す
る
詩
で
あ
り
、
夷
・
腐
の
頃
、

そ
の
撤
牧
の
後
を
う
け
て
克
氏
が
幽
地
を
領
し
た
と
す
る
と
、
醐
風
諸
篇
は
お
お

よ
そ
そ
の
時
期
の
成
立
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
幽
風
諸
篇
が
成
立
し
て
く
る
時
期
は
、
こ
の
よ
う
に
北
方
の
異
族
に
封
す
る
封
外
的
な
危

機
感
を
は
ら
ん
だ
時
代
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
外
か
ら
の
脅
威
に
到
す
る
不
安
と
抵
抗
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
牧
歌
的
に

一
年
の
農
村
生
活
を
絞
す
る
七
月
篇
の
み
は
、
他
の
諸
篇
と
は
異
っ
て
、
外
族
の
侵
冠
が
こ
の
地
に
到
る
以
前
の
比
較
的
卒
穏
な
時
期
の
成
立

と
み
な
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
第
四
章
に
、
「
二
の
日
、
そ
れ
向
い
、
す
な
わ
ち
武
功
を
繍
ぐ
」
と
歌
っ
て
い
る
の
を
み
る

と
、
領
主
・
村
民
と
も
に
参
加
す
る
多
の
狩
識
が
、
北
方
の
剰
惇
な
異
族
を
意
識
し
て
の
軍
事
訓
練
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
と
に
か
く
、
七
月
篇
を
含
め
た
幽
風
諸
篇
か
ら
推
測
で
き
る
そ
の
祉
曾
に
は
、
領
主
と
土
着
氏
族
の
内
部
的
な
封
立
は
稀
薄
で
、
む
し
ろ
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雨
者
の
運
命
共
同
鎧
的
な
一
隆
感
す
ら
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
鐙
感
は
、
あ
る
い
は
幽
が
も
と
も
と
周
王
室
の
故
居
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
在
地
の
氏
族
が
改
め
て
入
殖
し
た
周
公
の
支
喬
に
封
し
容
易
に
親
近
の
情
を
懐
き
え
た
と
い
っ
た
貼
に
蹄
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、

よ
り
根
本
的
に
は
、
そ
の
祉
舎
が
、

入
殖
し
た
領
主
の
総
践
的
な
支
配
の
下
で
、
在
地
首
長
と
氏
族
員
の
初
期
的
な
貢
納
閥
係
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
幽
の
社
合
同
構
造
に
闘
す
る
検
討
は
、
以
下
、

七
月
篇
の
分
析
を
通
し
て
試
み
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

社

舎

の

構

造

幽
風
七
月
篇
は
、
も
と
も
と
農
村
生
活
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
、

が
、
春
秋
期
、
詩
篇
の
俸
承
時
代
に
お
い
て
、

一
年
に
わ
た
る
生
産
活
動
を
農
事
暦
風
に
歌
っ
た
素
朴
な
民
謡
で
あ
っ
た

魯
を
訪
れ
た
際
、

そ
れ
は
魯
園
宮
廷
の
楽
師
の
歌
う
宮
廷
的
な
歌
謡
と
化
し
て
い
た
ら
し
い
。
呉
の
公
子
季
札
が
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そ
の
求
め
に
鹿
じ
て
宮
廷
の
築
工
の
歌
っ
た
詩
の
一
つ
に
、
幽
風
の
名
も
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
七
月
篇
は
本

。。

来
、
そ
れ
と
は
異
っ
た
歌
謡
の
場
で
、
特
定
の
祉
舎
的
機
能
を
に
な
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

幽
風
、
こ
と
に
七
月
篇
に
閲
し
て
は

『
周
瞳
』
春
官
矯
章
に
い
う
い
わ
ゆ
る
幽
雅
・
幽
煩
の
問
題
が
あ
る
。

筒
章
は
土
鼓
・
幽
簡
を
掌
る
。
中
春
、

霊
、
土
鼓
を
撃
ち
、
幽
詩
を
歓
き
て
以
て
暑
を
逆
う
。
中
秋
、
夜
、
寒
を
迎
う
る
に
亦
か
く
の
如

く
す
。
九
そ
園
の
年
を
団
組
に
祈
る
や
、

幽
雅
を
敵
き
、

土
鼓
を
撃
ち
て
、

以
て
田
峻
を
楽
し
ま
し
む
。

園
の
踏
を
祭
る
や
、

則
ち
幽

頭
を
倣
き
、
土
鼓
を
撃
ち
て
、
以
て
老
物
を
息
は
し
む
。

記
事
の
前
牢
は
、
幽
詩
が
季
節
の
折
目
々
々
に
宮
廷
祭
把
の
築
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
後
半
の
部
分
は
明
ら
か
に
農
事
的

儀
躍
に
お
い
て
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
七
月
一
篇
に
関
す
る
問
題
で
、
幽
詩
の
全
般
に
係
わ
る
こ
と
で
は
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な
く
、
宮
廷
の
主
宰
す
る
農
事
的
儀
躍
に
そ
の
楽
章
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
箭
章
の
記
載
は
、
七
月
篇
の
本
来
の
歌
謡
の
場
を
間
接
的
に

示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。



一
方
、
こ
れ
と
異
っ
て
、

グ
ラ
ネ
ー
は
七
月
篇
自
瞳
の
内
容
の
分
析
か
ら
、
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
場
所
の
推
定
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

七
月
篇
の
歌
謡
の
場
は
詩
の
最
終
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
く
、

ム
ロ
」
い
、

「
過
ぎ
ぬ
る
年
の
仕
事
と
日
々
と
を
」
歌
っ
た
、

と
し、

う
の
で
あそ
る@こ

どみ
すえ
ヂる
t 牧
の
目穫

議委
は云

り

「
健
康
を
祝
福
し

『
周
躍
』
の
い
う
宮
廷
的
な
農
耕
儀

人
び
と
は

躍
を
更
に
民
聞
の
牧
穫
祭
に
限
定
し
て
考
え
た
船
舶
で
、

し
い
方
向
性
を
輿
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
も
っ
祉
曾
的
機
能
の
究
明
に
闘
し
で
も
正

グ
ラ
ネ
l
自
身
は
七
月
篇
を
、
詩
の
主
題
に
よ
る
三
区
分
の
う
ち
、
回
国
的
主
題
を
も

七
月
篇
の
歌
謡
の
場
の
み
な
ら
ず
、

つ
一
類
に
麗
し
、

儀
躍
的
な
債
値
を
有
す
る
と
し
て
、

上
記
の
説
明
を
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

七
月
篇
の
杜
曾
的
機
能
に
つ
い
て
は
、

因
み

七
月
篇
は
、
封
建
的
支
配
者
に
柔
順
な
模
範
的
農
民
の
州
労
働
を
絞
し
た
詩
で
、
支
配
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階
級
関
係
の
も
の
が
同
じ
階
級
に
廃
す
る
も
の
に
射
し
、
農
民
生
活
の
具
鐙
的
姿
を
知
ら
し
め
る
目
的
で
作
っ
た
詩
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
が
、

に
、
橋
本
増
吉
氏
の
見
解
が
あ
る
。
そ
の
説
に
よ
れ
ば
、

儀
理
的
債
値
を
も
っ
と
し
た
グ
ラ
ネ
l
の
読
よ
り
後
退
し
て
い
る
印
象
は
否
め
な
い
。

グ
ラ
ネ
!
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
七
月
篇
の
歌
謡
の
場
は
詩
の
最
終
章
に
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
く
、
そ
の
場
に
お
け
る
歌
者
と
聞
き

手
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
七
月
篇
の
も
つ
社
曾
的
機
能
も
お
の
.
す
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
集
稼
場
を
潔
め
、
祭
田
中
に
立
て
た
聖
樹
の
前
で
村
人
一
同
が
祭
を
と
り
行
っ
た
働
、
領
主
の
公
堂
に
出
か
け

-119ー

十
月
の
牧
穫
祭
に
は
、

て
覗
頒
を
献
じ
、

詩
中
の
「
公
堂
」
領
主
の
住
む
家
屋
と
そ
れ
に
附
設
さ
れ
た
祭
廟
の
こ
と
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「
寓
蕎
無
彊
」
と
は
長
上
者
に
射
す
る
覗
煩
の
僻
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
最
終
章
で
歌
わ
れ
る
領
主
の
公
堂
に
お
け
る
牧
穫
祭
の
お

り
、
そ
の
行
事
の
一
環
と
し
て
一
年
の
農
事
を
詠
み
込
ん
だ
歌
諸
が
歌
わ
れ
、
牧
穫
が
需
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
七
月
篇
の
聞
き

領
主
か
ら
は
饗
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。

と
t主

で手
と
は
、
詩
中
に
「
公
」
と
稿
さ
れ
る
領
主
と
み
て
誤
り
は
な
い
。

七
月
篇
が
特
定
の
聞
き
手
を
珠
想
し
て
レ
る
こ
と
は
、
詩
篇
中
の
「
我
」
・
「
爾
」
と
い
っ
た
人
稀
の
使
い
方
や
、

「公
」
・
「
私
」
の
用
法
に

も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

「
我
」
の
所
有
格
の
用
法
と
し
て
は
、
「
我
が
婦
子
」
(
て
五
章〉
、

ー「

我
カL

農我
ノ、 γ"‘
をや 農
食し夫
TJこ」

2宍

七
章、J
な
ど
カl

あ
る
カL

(
六
章
〉
と
い
っ
た
表
現
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農
夫
や
婦
子
を
三
人
稽
的
に
歌
う
者
と
は
、
も
ち
ろ
ん
農
民
自
身
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
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は
、
明
瞭
に
農
民
の
生
活
を
保
障
す
る
者
の
存
在
を
想
定
せ
し
め
る
。

②
 

わ
れ
た
「
爾
」
が
、
歌
者
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
農
民
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
、
「
萱
は
爾
ゆ
き
て
茅
か
り
、
宥
は
爾
索
絢
せ
よ
」

(
七
章
〉
と
歌

そ
の
農
民
を
率
い
る
者
が
領
主
自
身

で
な
い
こ
と
も
、
首
然
断
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(四
章
)
も
の
が
、
「
公
」
す
な
わ
ち
領
主
で
あ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
民
を
「
我
が
股

多
の
狩
撤
の
お
り
若
猪
を
「
私
し
」
、
大
猪
を
「
公
に
献
」
じ
た
り
、

狐

・
裂
を
と

っ
て

「公
子
の
裟
を
震
る
」

夫
」
や
「
我
が
婦
子
」
と
歌
い
、

農
民
た
る

「爾
」
に
呼
び
か
け
て
農
事
を
命
ず
る
一
方
、

「
公
」
や
「
公
子
」
に
針
し
て
あ
る
種
の
貢
納
義

奉
仕
す
る
村
落
の
指
導
者
こ
そ
「
我
」
の
寅
鐙
で
あ
り
、

務
を
有
す
る
者
と
し
て
、
農
民
を
率
い
て
領
主
に
奉
仕
す
る
村
落
の
指
導
者
の
存
在
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
の
農
夫
を
統
率
し
て
領
主
に
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七
月
篇
の
歌
者
自
身
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
七
月
篇
が
誰
か
第
三
者
の
聞
き
手
を

前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
農
夫
や
婦
子
を
三
人
穏
で
歌
っ
て
い
る
黙
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
詩
が
牧
穫
祭
の
お
り
領
主
の
公
堂
で

歌
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
聞
き
手
と
は
必
然
的
に
領
主
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
年
の
生
産
生
活
の
全
住
が
村
落
の
指
導
者
に
よ
っ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
牧
穫
祭
と
は
、
農
業
紳
と
し
て
共
同
鰻
の
生
産
力
を
鐙
現
し
た
首
長
と
、

一
般
の
共
同
鐙

-120ー

て
領
主
の
前
で
歌
わ
れ
る
の
は
、

そ
の
こ
と
自
鎧
の
中
に
、
領
主
に
感
謝
し
、
領
主
に
射
し
て
奉
仕
を
誓
う
と
い
っ
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

成
員
の
闘
係
が
年
ご
と
に
確
認
さ
れ
る
場
で
あ
り
、

そ
の
宗
教
的
儀
躍
の
形
式
に
は
必
ず
前
者
に
劃
す
る
穀
物
の
供
献
が
伴
っ
た
。
領
主
の
公

堂
を
歌
謡
の
場
所
と
み
、
領
主
に
劃
す
る
覗
煩
と
し
て
こ
の
詩
が
歌
わ
れ
た
と
考
え
る
と
き
、
七
月
篇
の
も
つ
社
禽
的
機
能
は
、
農
民
を
背
後
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に
率
い
た
村
落
の
指
導
者
の
領
主
に
射
す
る
奉
仕
の
再
確
認
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
は
牧
穫
祭
時
に
お
け
る
上
記
の

供
献
儀
躍
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
本
来
七
月
篇
が
領
主
に
劃
す
る
副
頭
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
た
し
か
に
詩
の
最
終

章
に
は
公
に
射
す
る
祝
煩
の
僻
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
歌
者
た
る
村
落
の
指
導
者
は
、
農
夫
に
劃
し
て

「
我
が
曲
辰
夫
」
と
呼
び
か
け
、

農
夫
の
家
人
を

「
我
が
婦
子
」
と
稽
し
て
、
そ
の
生
活
と
生
産
と
を
最
終
的
に
保
障
す
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
村
落
内
の
首
長
と

し
て
の
立
場
か
ら
、
年
聞
を
通
じ
て
の
農
事
の
指
固
や
日
常
生
活
の
細
部
に
至
る
配
慮
が
こ
ま
ご
ま
と
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

七
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月
篇
を
贋
義
の
数
訓
詩
の
系
列
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
七
月
篇
は
、
歌
者
で
あ
る
村
落
の
指
導
者
の
立
場
か

ら
、
一
方
は
領
主
に
劃
す
る
覗
周
期
と
し
て
、
他
方
は
一
般
の
農
民
に
向
つ
て
の
贋
義
の
数
訓
詩
と
し
て
、
二
つ
の
異
な
る
性
格
を
併
せ
も
ち
、

ま
た
そ
れ
に
伴
う
杜
曾
的
機
能
を
果
し
て
レ
た
黙
に
最
大
の
特
徴
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
七
月
篇
の
数
訓
詩
的
部
分
が
ま
ず
存

在
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
初
め
て
祝
頚
的
側
面
も
成
立
し
え
た
こ
と
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
そ
の
詩
を
生
ん
だ
闘
の
祉
舎
の
構
造
を
分

し
か
し
、
七
月
篇
に
お
け
る
数
訓
詩
的
部
分
も
ま
た
、
共
同
鐙
的
な
第
働
歌
を
前
提
と
し
て

析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
る
黙
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。ゐ

か

例
え
ば
、
「
我
が
朱
は
な
は
だ
陽
し
、
公
子
の
裳
を
漏
ら
ん
」

〈
三
章
〉
と
歌
う
の
は
、
む
ろ
ん
首
長
で
は
な
く
、
本
来
村
の
娘
た
ち
に
外
な

ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
歌
詞
が
務
働
歌
と
し
て
口
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
月
ご
と
の
農
事
や
物
候
は
、

リ
ズ
ム
感

に
富
む
数
え
歌
の
形
式
で
歌
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
集
園
的
な
共
耕
の
お
り
そ
れ
ら
の
詩
句
が
口
請
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
七
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月
篇
の
う
ち
で
、
歌
者
が
直
接
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
女
た
ち
で
あ
る
か
、
数
え
歌
の
形
式
を
と
る
部
分
は
、
共
同
鐙
的
な
州
労
働
歌
と
み
て
き
し

っ
か
え
な
い
。
そ
し
て
共
同
践
的
な
第
働
は
、
本
来
首
長
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
指
導
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
共
同
盟
的
な
州
労
働

歌
か
ら
首
長
に
よ
る
農
事
に
閲
す
る
数
訓
詩
的
部
分
が
生
ま
れ
て
く
る
契
機
は
も
と
も
と
匪
胎
し
て
い
た
と
い
え
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
共
耕

長
と
農
民
の
聞
の
強
い
紐
帯
感
に
外
な
ら
な
い
。

の
さ
い
の
第
働
歌
と
首
長
に
よ
る
農
事
の
指
固
と
は
不
離
一
曲
目
の
関
係
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
く
、
事
貫
七
月
篇
に
み
ら
れ
る
の
は
、
在
地
の
首

ね
が

「
女
心
傷
悲
す
、
殆
わ
く
は
公
子
と
と
も
に
蹄
〔
鰻
〕
せ
い川」

(
二
章
ー
)
と
歌
う
も
の
は
首
長

で
は
な
く
、
も
と
も
と
村
の
女
た
ち
で
あ
っ
て
、
時
間
愛
詩
的
な
主
題
の
民
謡
に
護
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
が
七
月
篇
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

の
は
、
歌
者
で
あ
る
首
長
と
村
民
の
一
鐙
感
の
表
わ
れ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

七
月
篇
に
お
け
る
集
圏
的
感
情
の
表
出
は
、
嘗

然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
る
時
代
の
幽
の
村
の
特
定
の
祉
曾
構
造
に
基
づ
レ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

す
で
に
論
じ
た
ご
と
く
、

七
月
篇
に
歌
わ
れ
た
幽
の
村
は
、
注
水
上
流
の
郷
豚
・
栂
邑
の
一
帯
に
比
定
さ
れ
る
。
石
薄
如
氏
は
、
そ
の
共
通
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す
る
地
理
的
環
境
と
し
て
、
肥
沃
な
土
地
と
山
腹
か
ら
の
豊
富
な
泉
源
を
有
す
る
事
寅
を
あ
げ
、

そ
れ
ら
を
初
期
の
農
耕
民
族
が
そ
の
居
地
を
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司
d

定
め
る
さ
い
の
基
本
的
な
保
件
と
み
な
し
た
。
西
周
時
代
、
知
鯨
や
拘
邑
に
村
落
が
営
ま
れ
た
の
は
、
地
下
水
を
比
較
的
浅
く
求
め
ら
れ
る
と

い
う
農
耕
立
地
上
の
篠
件
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
土
地
で
は
、
小
家
族
が
分
立
し
て
濁
自
に
農
業
を
行
う

こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
農
民
は
氏
族
集
圏
を
皐
位
と
し
て
共
同
鐙
的
な
紐
帯
を
解
く
こ
と
な
く
農
業
生
産
す
る
こ
と
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
。
小

家
族
に
よ
る
農
業
経
営
が
成
立
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
銭
製
農
具
の
出
現
を
契
機
と
す
る
濯
概
用
水
路
の
開
撃
に
よ
っ
て
、
沖
積
卒
野
へ

@
 

の
耕
地
の
進
出
が
可
能
に
な
っ
て
以
後
で
あ
る
。
幽
風
七
月
篇
に
お
け
る
集
園
生
活
の
如
質
な
反
映
と
は
、
ま
ず
自
然
的
篠
件
に
強
く
規
定
さ

れ
た
初
期
的
農
業
の
生
産
段
階
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

幽
の
村
の
杜
禽
構
造
に
つ
い
て
は
、

上
記
の
ご
と
く
、

七
月
篇
の
歌
者
が
村
落
の
指
導
者
た
る
首
長
で
あ
る
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト
に
、

そ
の
分

析
が
可
能
と
な
る
。
詩
篇
中
に
散
見
す
る
「
我
が
農
夫
」
や
「
我
が
婦
子
」
は
、
嘗
然
歌
者
た
る
首
長
に
率
い
ら
れ
た
村
落
の
農
民
で
あ
る
の

に
射
し

「
公
」
や
「
公
子
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
は
も
ち
ろ
ん
領
主
階
級
に
外
な
ら
な
い
。
現
象
的
に
み
れ
ば
、
こ
こ
に
領
主
と
農
民
と
い
う
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二
つ
の
階
級
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
公
子
に
寄
せ
る
村
の
娘
た
ち
の
「
女
心
傷
悲
す
、
殆
わ
く
は
公
子
と
と
も
に
開
〔鎖
〕
せ
ん
」

@
 

と
い
っ
た
願
い
は
、
か
え
っ
て
領
主
階
級
の
紐
封
穫
を
示
す
も
の
で
、
奴
隷
制
の
行
わ
れ
て
い
た
有
力
な
根
援
と
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

@
 

「
我
が
朱
は
な
は
だ
陽
し
、
公
子
の
裳
を
焦
ら
ん
」
と
同
じ
く
、
公
子
に
寄
せ
た
女
た
ち
の
思
首
都
の
情
の
表
白
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、

「
我
が

か
の
南
畝
に
舘
す
、
田
峻
至
り
て
喜
す
」

@
 

満
足
す
る
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の

一
句
は
、
婦
子
が
祭
田
に
食
物
を
運
ん
で
田
紳
に
供
え
、
田
神
に
扮
し
た
依
代
が
そ
れ
を
食
す
る
と
い

@

@
 

ぅ
、
春
の
農
祭
の
ひ
と
こ
ま
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
詩
句
に
よ
っ
て
は
奴
隷
制
の
存
在
を
誼
し
え
ず
、
田
峻
の
語
を
も
っ

(
一
章
)
は

従
来
、

婦
子
ら
が
農
夫
の
も
と
に
重
食
を
運
べ
ば
、
曲
匿
事
監
督
の
役
人
も

婦
子
と
、

て
官
制
的
な
農
民
支
配
の
方
式
を
推
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

あ
っ

ょ
、
我
が
稼
す
で
に
同
ま
る
」
(
七
章
〉
と
歌
い
つ
つ
、
他
方
で
「
我
が
曲
辰
夫
を
食
な
う
」
と
歌
っ
て
い
る
黙
に
、
最
も
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考

闘
の
村
の
祉
舎
構
造
は

歌
者
た
る
首
長
が

「あ
L

我
が
野
夫

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
向
書
』
無
逸
篇
に
、
周
公
の
言
葉
と
し
て

「
文
王
服
を
卑
し
く
し
、
康
〔
僚
〕
功
田
功
に
創
く
」
と
い
う
一
句
が
み
え
、

小
雅
信
南
山



に
は
「
駒
駒
た
る
原
際
、
曾
孫
こ
れ
を
田
つ
く
る
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
貌
風
伐
檀
に
、
「
稼
せ
ず
稽
せ
ざ
る
」
に
そ
の
牧
穫
物
を
え
る

こ
と
が
非
難
さ
れ
、
「
君
子
」
(
首
財
〉
と
は
徒
食
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
、
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
一
一
者
と
も
、
首
長
み
ず
か
ら
が

農
作
過
程
に
お
い
て
そ
の
労
働
の
指
揮
者
と
し
て
の
機
能
を
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

(
伐
檀
の
例
で
は
逆
説
的
に
)
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
首
長
が
年
聞
を
通
じ
て
農
事
の
指
導
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
七
月
篇
の
具
程
的
に
歌
う
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
氏
族
の
共

耕
に
・
お
い
て
、
首
長
が
指
揮
者
・
組
織
者
と
し
て
の
役
割
り
を
遂
行
し
て
い
る
段
階
で
は
、
首
長
と
一
般
農
民
の
聞
に
は
、
共
同
鐙
的
な
遺
制

を
と
ど
め
た
初
期
的
な
牧
取
の
関
係
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
小
雅
甫
田
の
詩
で
、
首
長
は
「
我
が
回
す
で
に
由
臨
む
、
農
夫
の
慶
」

ふ
る

と
歌
い
、
「
我
れ
そ
の
陳
き
を
取
り
、
我
が
農
人
を
食
わ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
牧
穫
祭
の
次
第
を
較
す
る
周
頚
良
相
は
、
豊
か
な
牧
穫

を
え
て
氏
族
員
の
生
活
を
保
障
せ
ん
と
歌
い
、
そ
れ
が
古
来
の
停
統
で
あ
る
、
と
結
ん
で
い
る
。
上
述
の
ご
と
く
、
七
月
篇
に
お
い
て
も
、
首

長
は
「
我
が
稼
」
を
も
っ
て
「
我
が
農
夫
を
食
な
う
」
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
来
的
に
い
え
ば
、
氏
族
員
の
生
活
を
保
障
す
る
の
は
共
同
鐙
自
瞳
の
備
蓄
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
共
同
州
労
働
に
よ
っ

て
え

-123ー

ら
れ
た
紳
へ
の
貢
納
物
は
一
旦
神
倉
に
牧
め
ら
れ
、
そ
れ
が
共
同
鐙
の
物
的
・
精
神
的
再
生
産
の
用
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
首
長
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
共
同
盟
の
財
産
が
首
長
の
私
的
に
取
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
共
同
盟
の
労
働
が
首
長
に
射
す
る
第
務
に
轄

化
す
る
段
階
で
、
首
長
と
氏
族
員
の
開
係
は
、
上
記
の
ご
と
き
枚
取
の
閥
係
に
移
行
す
る
。
た
だ
、
『
園
語
』
周
語
に
も
み
与
え
る
よ
う
に
吋
、
祭

固
か
ら
の
牧
穫
物
が
神
倉
に
牧
め
ら
れ
て
族
員
の
厚
生
の
た
め
に
も
利
用
さ
れ
、
首
長
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
農
民
の
生
活
を
保
障
す
る
上
記

の
段
階
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
初
期
の
段
階
と
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
初
期
的
な
貢
納
制
の
特
徴
は
、
貢
納
物
の
牧
得
者
が
何
ら
か
の
機
舎

@
 

と
回
路
を
遁
じ
て
、
そ
れ
を
貢
納
者
た
る
共
同
佳
成
員
に
再
分
配
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
周
期
に
お
い
て
、
郷

豚
・
拘
邑
の
あ
た
り
に
営
ま
れ
た
幽
の
祉
舎
は
、
初
期
的
な
貢
納
制
の
段
階
に
あ
っ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
段
階
に
あ
っ
て
の
み
、
共
同
盤
的
な
第
働
歌
と
首
長
に
よ
る
農
事
に
閲
す
る
数
訓
詩
的
な
部
分
と
が
、

七
月
篇
に
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お
い
て
分
離
す
る
こ
と
な
く
一
鐙
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
え
た
の
で
あ
る
。
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領
主
に
射
す
る
祝
煩
詩
的
な
側
面
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

が
、
在
地
の
首
長
と

一
般
農
民
に
よ
る
単
純
な
階
級
構
成
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、

七
月
篇
に
登
場
す
る
「
公
」
や
「
公
子
」
の
存
在
が
す

し
か
し

七
月
篇
に
は
こ
の
ほ
か
に

闘
の
社
舎

で
に
如
質
に
誼
明
し
て
い
る
。
首
長
に
率
い
ら
れ
た
一
般
の
農
民
は
、
農
閑
の
時
を
侠
っ

て
公
の
居
宅
の
営
繕
の
こ
と
に
従
い
、
十
一
月
に
は

絡
や
狐
・

絢祉を
と
っ
て
公
子
の
妥
を
献
じ
、

十
二
月
に
は
軍
事
訓
練
を
粂
ね
た
公
の
狗
猟
に
参
加
し
て
い
る

(
四
章
)
。

ま
た

「
公
子
の
裳
を

魚
」
る
こ
と
は
、
女
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
貢
納
義
務
で
あ

っ
た
。
農
民
層
か
ら
領
主
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
貢
納
や
賦
役
の
義
務
を
、
首

長
が
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
組
織
化
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

て
の
機
能
を
果
し
つ
つ
、
領
主
に
射
し
て
は
、
農
民
を
率
い
て
種
々
の
貢
納

・
賦
役
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
月
篇
に
お
い
て
、

つ
ま
り
首
長
は

一
方
で
年
聞
の
生
産
活
動
に
お
い
て
指
揮
者
と
し

在
地
首
長
に
よ
る
農
民
に
向
つ
て
の
数
訓
詩
的
部
分
と
領
主
に
劃
す
る
統
領
的
側
面
と
が
併
存
す
る
そ
も
そ
も
の
契
機
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
黙

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
後
者
が
前
者
を
前
提
と
し
つ
つ
、
七
月
篇
に
あ
っ
て
雨
者
が
抱
合
的
に
併
存
す
る
の
は
、

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に

い
う
な
ら
ば
、
首
長
と
一
般
農
民
の
聞
に
あ
ら
か
じ
め
農
産
物
や
自
然
の
獲
得
物
の
枚
取
開
係
が
存
在
し
、
こ

@
 

の
枚
取
閲
係
に
基
づ
く
剰
融
生
産
物
の
再
分
配
と
し
て
、

首
長
の
領
主
に
封
す
る
貢
納
物
の
貢
上
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

軍
事
訓
練
そ
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首
長
の
領
主
に
射
す
る
貢
納
関
係
が
、
首
長
と
一
般
農
民
と
の
聞
に
成
立
し
て
い
た
上
記
の
枚
取
関
係
に
基
づ
い
た
第
二
次
的
な
展
開
で
あ
る

の
他
の
賦
役
が
、

首
長
が
そ
の
指
揮
者
・
組
織
者
と
し
て
の
機
能
を
果
し
て
い
た
共
同
鐙
的
な
第
働
の
轄
化
形
態
で
あ
る
こ
と
も
、

七
月
篇
の

詩
句
に
よ
っ
て
容
易
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
絡
役
務
働
の

一
種
た
る
狩
磁
を
粂
ね
た
軍
事
訓
練
も
、
本
来
は
首
長
と

一
般
農
民
の
聞
の
共
同

@
 

盟
的
傍
働
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
幽
の
領
主
も
こ
の
閥
係
を
基
礎
と
し
、
在
地
の
首
長
の
組
織
者
・
指
揮
者
と
し
て
の
機
能
を
利
用
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
初
め
て
村
落
の
農
民
に
劃
し
て
賦
役
を
命
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

七
月
篇
に
よ

っ
て
歌
わ
れ
る
幽
の
祉
禽
強
制
は

領
主
封

一
般
農
民
の
奴
隷
制
的
な
関
係
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な

く
、
ま
た
村
落
内
に
お
け
る
首
長
と
農
民
に
よ
る
単
純
な
階
級
構
成
を
と
っ
て
い
た
の
で
も
な
い
。
首
長
と
農
民
層
の
聞
に
あ
ら
か
じ
め
成
立

し
て
い
た
牧
取
関
係
に
基
づ
く
在
地
首
長
の
領
主
に
封
す
る
貢
納
闘
係
と
し
て
、

そ
の
祉
禽
的
・
政
治
的
鐙
制
は
正
し
く
理
解
で
き
る
の
で
あ



る
。
前
章
で
述
べ
た
ご
と
く
、
幽
の
地
域
は
、
西
周
初
期
、
周
公
の
支
族
が
封
じ
ら
れ
て
そ
の
鰹
告
に
嘗
り
、
そ
の
後
は
岐
山
の
雄
族
た
る
克

氏
の
掌
握
下
に
掃
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
七
月
篇
に
み
え
る
「
公
」
と
は
周
公
の
育
、
も
し
く
は
克
氏
の
一
族
と
い
う
こ
と
に
な

@
 

る
が
、
幽
の
領
主
が
在
地
の
村
落
に
と
っ
て
外
来
の
支
配
氏
族
で
あ
る
こ
と
に
第
り
は
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
外
来
氏
族
は
、
浬
水
や
三

水
河
附
近
の
「
溝
園
地
形
」
上
に
散
在
し
て
い
た
複
数
の
村
落
を
、
そ
の
氏
族
組
織
を
解
瞳
せ
ぬ
ま
ま
絶
鰻
的
に
支
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
外
来
氏
族
の
領
主
権
は
、
各
首
長
層
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
領
域
内
の
農
民
層
に
劃
し
て
保
持
し
て
い
た
停
統
的
な
支
配
と
牧
取
の
関
係
を

積
極
的
に
認
め
る
と
こ
ろ
に
、
成
立
し
て
レ
た
と
さ
え
レ
え
る
。
幽
の
場
合
、

そ
の
領
主
は
た
ま
た
ま
外
来
の
氏
族
で
あ
り
、

西
周
王
権
に
よ

る
「
封
建
」
を
契
機
に
入
殖
し
た
領
主
と
、
在
地
の
首
長
層
と
の
聞
に
貢
納
関
係
が
と
り
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
領
主
権
は
、

首
長
と
農
民
層
の
聞
の
生
産
関
係
か
ら
分
化
し
濁
立
し
た
権
力
で
あ
る
黙
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

首
長
制
の
成
立
を
内
在
的
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
と
き
、
恰
好
な
資
料
を
提
供
す
る
の
は
、
周
頒
・
小
雅
中
の
農
事
詩
系
統
の
詩
篇
で
あ
る
。

FD 

先
に
ふ
れ
た
周
煩
良
相
は
、
豊
か
な
牧
穫
を
え
て
氏
族
員
の
厚
生
に
供
し
、
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
歌
う
が
、
そ
う
し
た
氏
族
的
停
統

が
牧
穫
祭
の
お
り
に
歌
わ
れ
て
再
確
認
さ
れ
る
祉
舎
と
は
、
首
長
と
族
員
聞
に
維
持
さ
れ
た
共
同
践
的
な
生
産
開
係
が
根
強
い
遺
制
と
し
て
残

存
す
る
初
期
的
な
牧
取
の
段
階
と
規
定
で
き
る
。
こ
う
し
た
首
長
と
族
員
に
よ
る
共
同
佳
的
な
生
産
関
係
は
、
氏
族
の
共
耕
に
お
い
て
、
首
長

が
農
事
の
指
揮
者
・
組
織
者
と
し
て
の
機
能
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
質
に
展
開
す
る
。
小
雅
甫
田
・
大
田
か
ら
は
、
詩
の
歌
者
で
あ
る
首
長

が
、
農
作
過
程
を
指
導
し
監
督
す
る
さ
ま
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
大
田
篇
に
お
い
て
、
「
曾
孫
」
が
矯
種
の
の
ち
苗
の
生

長
を
巡
視
し
て
、
そ
の
成
否
を
見
定
め
て
い
る
貼
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
首
長
で
あ
る
「
我
」
と
こ
の
曾
孫
が
同
一
人

@
 

物
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、

農
事
を
指
導
す
る
も
の
と
そ
の
成
果
を
検
分
す
る
も
の
は
、

が
、
雨
者
の
関
係
は
、
大
田
篇
の
「
我
が
公
の
回
に
雨
ふ
り
、
遂
に
我
が
私
に
及
ぶ
」
と
い
う
一
句
に
よ
っ
て
、

首
長
と
曾
孫
の
二
人
と
い
う
こ
と
に
な
る

そ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
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き
ょ
う
。
こ
こ
に
い
う
公
と
私
の
関
係
は
、
前
述
し
た
七
月
篇
の
「
公
・
私
」
の
用
法
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
「
我
が
公
の
田
」
と
は
こ
の
歌
者

き
み

@

た
る
首
長
に
と
っ
て
の
「
公
の
田
L

で
あ
り
、
「
我
が
私
(
回
ど
と
は
首
長
自
身
の
所
有
す
る
因
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
公
」
こ
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そ
曾
孫
を
指
し
、
七
月
篇
の
場
合
と
同
じ
く
領
主
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
闘
の
領
主
が
外
来
の
氏
族
で
あ
る
の
に
射
し
、
こ
の
場

合
の
「
公
」
は
首
長
居
の
中
か
ら
成
長
し
て
き
た
在
地
性
の
濃
厚
な
存
在
で
あ
る
黙
が
、

前
者
と
は
異
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
の
諸
貼
に

特
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第

一
に
、
公
が
曾
孫
と
い
う
祭
杷
用
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
黙
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
事
買
は
、
公
が
宗
数
的
霊
威
を
備
え
た
人
格

で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
が
、
彼
の
人
格
の
も
つ
宗
教
的
側
面
は
、
甫
田

・
大
田
も
歌
う
ご
と
く
、
特
に
春
と
秋
の
農
祭
の
お
り
に
設
揮
さ

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
牧
穫
の
盟
鏡
を
願
い

・
感
謝
す
る
農
祭
に
お
い
て
、
曾
孫
は
回
岐
や
婦
子
と
い
っ
た
田
の
紳
の
依
代
や
そ
の
奉
仕
者
を

率
い
て
、
祭
杷
を
主
宰
す
る
。
そ
の
お
り
曾
孫
は
婦
子
を
し
て
田
峻
に
紳
僕
を
供
せ
し
め
、

田
眠
は
こ
れ
を
う
け
て
食
し
た
後
、
椴
僻
を
も
っ

て
豊
牧
を
殻
祝
し
て
い
る
が
、

回
の
神
の
依
代
た
る
田
駿
の
役
割
り
は
、
本
来
首
長
自
身
の
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も

と
首
長
と
は
、
共
同
陸
に
盟
鏡
を
も
た
ら
す
特
殊
な
宗
教
的
能
力
を
備
え
た
人
格
と
し
て
、
神
に
劃
し
て
は
共
同
監
を
、
共
同
践
に
向
つ
て
は

@
 

紳
を
代
表
す
る
存
在
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
、
首
長
の
も
っ
こ
う
し
た
性
格
か
ら
凶
作
時
に
お
け
る
王
殺
し
の
慣
行
が
設
生
し
、
そ
の
停
統
は
中

@
 

園
古
代
の
習
俗
に
も
し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
共
同
鐙
の
生
産
力
を
践
現
す
る
が
ゆ
え
に
、
首
長
は
と
き
に
后
稜
の
ご
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と
き
穀
紳
と
し
て
、
あ
る
い
は
田
峻
の
よ
う
な
田
の
紳
の
依
代
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
穀
榊
ま
た
は
農
業
紳
と
し
て
共
同

位
の
生
産
力
を
鐙
現
し
た
首
長
と
、
一
般
の
共
同
佳
成
員
の
関
係
が
年
ご
と
に
確
認
さ
れ
る
宗
数
的
儀
躍
の
形
式
と
し
て
、
農
祭
時
に
お
け
る

穀
物
の
供
献
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
首
長
に
劃
す
る
貢
納
の
原
初
形
態
を
認
め
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
ろ
知。

甫
田
・
大
田
に
お

田
岐
の
ほ
か
単
土
と
レ

っ
た
も
の
ま
で
登
場
し
、
す
め
み
ま
た
る
曾
孫
は
祭
杷
を
主
宰
す
べ
き
存
在
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の

け
る
紳
事
に
は
、

事
質
は
お
そ
ら
く
、

田
の
神
や
穀
紳
と
い
っ
た
自
然
精
霊
に
劃
す
る
世
襲
的
な
首
長
権
力
の
租
霊
観
念
の
伸
長
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
も
と

よ
り
そ
の
背
景
に
は
、

そ
の
こ
と
を
物
的
に
可
能
に
し
た
首
長
に
よ
る
貫
納
物
や
篠
役
務
働
の
永
綴
的
な
牧
取
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
甫
田
・
大
田
に
「
南
畝
」
と
い
う
語
が
散
見
す
る
が
、
そ
れ
は
本
来
紳
の
談
盛
を
え
る
た
め
の
祭
回
に
設
し
、
嘗
然
共
同
盟
的
な

性
格
の
濃
い
氏
族
の
共
有
国
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
祭
自
の
耕
作
に
は
、
も
と
よ
り
族
長
以
下
の
氏
族
員
、
か
奉
仕
し
、
共
同
鐙
的
な
拙
労
務
提



供
に
よ
っ
て
紳
へ
の
貢
納
物
が
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
貢
純
物
は
共
同
畳
の
物
的
・
精
神
的
再
生
産
に
資
す
る
た
め
の
備
蓄
で
あ

@
 

り
、
農
具
の
類
と
と
も
に
、
氏
族
共
有
の
紳
庫
に
磁
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
停
統
が
あ
る
ご
と
く
、
共
同
盟
自
陸
の
財
産
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大

回
篇
に
お
け
る
南
畝
の
耕
作
が、

首
長
の
占
有
す
る
「
我
が
軍
紹
を
以
て
」
行
わ
れ
て
い
る
黙
に
、
特
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

首
長
の
占
有
す
る
農
具
を
用
い
て
祭
田
の
共
耕
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

一つ

の
契
機
に
、
首
長
の
組
織
す
る
共
同
睦
の
労
働
が
、
首
長
に
劃
す
る

篠
役
務
働
に
轄
化
し
て
ゆ
く
傾
斜
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
甫
田
篇
に
「
我
そ
の
陳
き
を
取
り
、
我
が
農
夫
を
食
な
う
」
と
歌
う

よ
う
に
、
食
糧
も
ま
た
州
労
働
用
具
と
同
じ
く
共
同
盟
の
財
産
で
は
な
く
、
首
長
の
私
富
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
首
長
と
共
同
盟

成
員
の
関
係
は
奴
隷
制
的
な
性
格
を
著
る
し
く
し
て
ゆ
く
。

首
長
の
側
に
お
け
る
食
糧
や
献
労
働
用
具
の
私
的
蓄
積
を
前
提
と
し
た
循
役
務
働

@
 

は
、
そ
れ
自
鐙
奴
隷
制
的
経
営
へ
の
志
向
を
秘
め
る
が
、
甫
回
・
大
田
の
歌
う
祉
禽
は
、
上
記
の
ご
と
く
、
依
然
と
し
て
共
同
盟
的
な
生
産
開

係
が
維
持
さ
れ
る
段
階
と
み
な
し
て
よ
い
。

し
か
し
、
食
糧
と
務
働
用
具
の
私
的
所
有
を
契
機
と
し
て
、
首
長
の
組
織
す
る
祭
田
の
共
同
州
労
働

は
首
長
自
身
の
所
有
す
る
国
土
の
径
役
務
働
へ
と
轄
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
田
篇
は
、

「公
の
回
」
や
「
我
が
私
(
回
)
」
の
遺
棄

・

滞
穏
は
寡
婦
ら
の
拾
う
に
任
せ
る
と
歌
っ

て
い
て
、
こ
う
し
た
落
穂
拾
い
の
特
権
が
首
長
の
田
の
み
な
ら
ず
「
公
の
回
」
に
お
い
て
も
認
め
ら

そ
れ
は
「
公
の
回
」
と
首
長
の
田
が
と
も
に

一
般
農
民
の
径
役
務
働
に
基
づ
い
て
レ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
吋
。
七
月
篇

あ
っ

「
我
が
稼
す
で
に
同
ま
る
」
(
七
章
)
と
農
民
に
呼
び
か
け
て
い
る
事
貫
も
、
そ
の
牧
穫
物
が
力
役
に
よ
っ
て
首
長
所
有

し
た
が
っ
て
、
大
田
篇
の
公
が
巡
視
し
て
レ
る
の
は
、
首
然
彼
が
所
有
す
る
「
公
の
回
」
で

首
長
の
所
有
国
た
る

「私

(
田
)
」
や
、
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れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

の
歌
者
た
る
首
長
が
、

田
か
ら
う
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

あ
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
牧
穫
物
の
貢
納
が
預
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

未
だ
共
同
盟
の
共
有

と
思
わ
れ
る
南
畝
も
、

そ
の
巡
視
の
劉
象
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
公
が
そ
れ
ら
の
諸
国
の
苗
の
生
長
を
見
定
め
て
い
る

の
は
、
公
み
ず
か
ら
農
夫
の
径
役
州
労
働
を
監
督
し
て
い
る
事
買
を
示
し
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
公
が
共
同
偉
的
労
働
の
指
揮
者
・
組
織
者
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と
し
て
の
首
長
の
性
格
を
濃
厚
に
留
め
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
ご
と
く
、
首
長
と
共
同
鐙
成
員
の
聞
の
穀
物
の
供
献
儀
躍
か
ら
、

首
長
に
劃
す
る
貢
納
制
が
琵
生
し
、
そ
う
し
て
蓄
積
さ
れ
た
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私
富
を
前
提
と
し
て

て
、
か
か
る
貢
納
制
と
絡
役
務
働
の
二
つ
が
、

首
長
の
組
織
す
る
祭
田
の
共
同
州
労
働
は
首
長
所
有
田
の
絡
役
州
労
働
へ
と
特
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

@
 

ア
ジ
ア
的
首
長
の
生
産
関
係
の
本
質
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
二
つ

そ
し

の
過
程
は
、
首
長
制
成
立
の
過
程
に
外
な
ら
ず
、
甫
田

・
大
田
の
公
H
曾
孫
は
、
詩
の
歌
者
た
る
我
リ
首
長
の
設
展
し
た
形
態
で
あ

っ
て
、
後

者
を
下
級
首
長
と
す
れ
ば

「公
」
の
方
は
上
級
首
長
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
杜
舎
の
階
級
構
成
は
、
公
H
上
級
首
長

@
 

と
レ

っ
た
三
者
の
関
係
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
が
、
公
の
領
主
権
は
本
質
的
に
、

下
級
首
長

ー

l
我

(歌
者
)
リ
下
級
首
長
||
農
夫
、

と
農
民
聞
の
生
産
関
係
か
ら
分
化
し
濁
立
し
た
権
力
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
来
の
氏
族
で
あ
る
闘
の
領

主
も
、
下
級
首
長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
領
域
内
の
農
民
層
に
射
し
て
保
持
し
て
い
た
支
配
と
牧
取
の
関
係
を
基
礎
に
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
総

位
的
に
掌
握
し
た
各
村
落
の
上
に
、
径
役
務
働
と
貢
納
制
に
基
づ
い
た
領
主
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

西
周
の

い
わ
ゆ
る
封
建
と
呼
ば
れ
る
健
制
下
、

そ
の
領
域
の
支
配
が
周
王
室
に
よ

っ
て
認
可
さ
れ
、
統
治
権
を
委
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
諸
侯
封
建
に
伴
う
外
的
契
機
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
上
記
の
ご
と
く
、
七
月
篇
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た

@

@

 

ア
ジ
ア
の
貢
納
制
と
い
っ
た
生
産
開
係
、
も
し
く
は
首
長
制
と
い
う
階
級
関
係
の
側
面
か
ら
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
基
本
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幽
の
祉
舎
は
、

的
に
正
し
い
方
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

む

す

び

以
上
述
べ
た
ご
と
く
、

夷

・
属
の
頃
、
岐
山
の
雄
族
た
る
克
氏
の
勢
力
が
幽
に
及
ぶ
以
前
、

そ
の
地
に
は
周
公
の
支
衣
聞
が
入
殖
し
て
、
公
劉

以
来
の
周
王
室
の
故
居
を
保
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
輔
じ
て
、
嗣
侯
の
支
配
し
た
村
落
の
内
部
に
即
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
地
の
原
住

民
が
氏
族
の
集
園
性
を
確
保
し
た
ま
ま
、

入
殖
の
周
氏
に
服
属
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
周
公
の
支
喬
の
入
殖
を
契
機
と

う
緩
慢
な
総
程
的
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
て
、
幽
の
祉
禽
は
重
層
的
な
構
造
を
も
ち
な
が
ら
、
土
着
の
共
同
種
内
部
に
お
い
て
は
、
首
長
の
領
導
下
、
族
内
自
治
を
認
め
ら
れ
る
と
い

い
ま
偲
り
に
、
土
着
の
共
同
鐙
を
基
礎
社
舎
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ



の
祉
舎
は
具
強
的
に
、
首
長
が
自
己
の
責
任
に
お
い
て
氏
族
員
の
生
活
を
保
障
す
る
初
期
的
貢
納
制
の
段
階
と
規
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
七

月
篇
に
お
け
る
領
主
に
射
す
る
祝
頚
の
部
分
や
、
明
ら
か
に
貴
人
讃
煩
と
し
て
理
解
で
き
る
九
景
の
詩
が
成
立
し
え
た
の
は
、
基
礎
社
舎
の
内

部
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
階
級
関
係
が
現
賞
に
生
き
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
事
賞
、
七
月
篇
の
歌
者
た
る
在
地
の
首
長
は
、

農
夫
を
食
な
う
」
と
、
族
員
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
わ
が

首
長
の
組
織
す
る
共
同
第
働
が
揺
役
務
働
に
、
首
長
と
族
員
聞
の
穀
物
の
供
献
儀
躍
が
貢
納
制
に
、

で
、
南
者
の
関
係
は
首
長
制
的
な
階
級
関
係
に
移
行
し
、
貢
納
制
と
い
う
生
産
関
係
が
明
確
な
か
た
ち
で
確
立
し
て
く
る
。
周
頚
・
小
雅
中
の

そ
れ
ぞ
れ
柿
開
化
す
る
段
階

農
事
詩
系
統
の
詩
篇
が
示
す
の
は
、
基
礎
吐
曾
内
部
に
お
け
る
首
長
制
も
し
く
は
貢
納
制
確
立
へ
の
過
程
で
あ
る
。
更
に
首
長
と
氏
族
員
の
関

係
が
、
前
者
に
よ
る
一
方
的
な
牧
奪
に
轄
化
し
て
し
ま
う
段
階
で
は
、
例
え
ば
貌
風
伐
檀
が
「
稼
せ
ず
積
せ
ざ
る
に
、
胡
ぞ
禾
三
百
塵
を
取

る
。
:
:
:
か
の
君
子
は
素
餐
せ
ず
」
と
歌
う
ご
と
き
、
そ
の
搾
取
的
生
活
を
非
難
す
る
祉
曾
詩
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
段
階
は
む
ろ
ん
、
貢

納
物
の
枚
取
者
が
何
ら
か
の
機
曾
と
回
路
を
、通
し
て
、
そ
れ
を
貢
納
者
た
る
共
同
盟
成
員
に
再
分
配
す
る
と
い
っ
た
初
期
的
な
貢
納
制
の
段
階

と
は
遠
く
距
た
り
、

ま
た
氏
族
の
共
耕
に
お
い
て
首
長
み
ず
か
ら
農
作
過
程
の
指
揮
者
・
組
織
者
と
し
て
の
機
能
を
現
買
に
果
し
て
い
た
祉
禽
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と
も
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
全
く
逆
に
、
醐
幽
風
七
月
の
基
礎
祉
曾
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
歴
史
的
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
七

月
篇
の
階
級
関
係
や
生
産
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
上
記
の
ご
と
く
容
易
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
月
篇
に
接
す
る
も
の
が
誰
で
も
い
だ
く
よ
う
な
。
牧
歌
的
。
な
印
象
は
、
買
は
、
こ
の
詩
篇
を
生
み
出
し
、
こ
の
詩
篇
に
よ
っ
て
歌
わ
れ

た
祉
舎
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
歴
史
的
段
階
と
祉
舎
の
構
造
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
反
し
、
七
月
篇
以
外
の
幽
風
諸
篇
は
北
方
の
呉
族
に
よ
る
外
か
ら
の
脅
威
と
不
安
を
歌
い
、
大
克
鼎
は
そ
の
枇
舎
の
内
部

的
な
崩
壊
へ
の
傾
斜
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
別
の
機
舎
に
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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①註

『
支
那
古
代
の
祭
躍
と
歌
謡
』

〈
内
田
智
雄
誇
〉
第
一
篇
。

命

貨
川
洋

『
ヘ
シ
オ
ド
ス
研
究
序
説
』
、

久
保
正
彰
『
ギ
リ
シ
ア
思
想
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の
素
地
』
、
太
田
秀
通

『
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
安
明
』。

①
「
周
初
地
理
考
」
(
『
燕
京
摩
報
』
第
十
期
)
。

④

「

由
周
代
由
民
事
詩
論
到
周
代
社
曾
」
(
『先
秦
準
設
述
林
』
所
収
)
。

⑤

新
城
新
磁

『
東
洋
天
文
段
史
研
究
』
第
八
篇
。

⑥
『
漢
書
』

地
理
士
山
。

⑦

橋
本
増
士
口

『支
那
古
代
暦
法
史
研
究
』
第
二
章
。

③
「
周
頒
説
」

(
『中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
一
本
第
一

分
)
。

⑨
蔽
内
清
『
中
園
の
天
文
麿
法
』
第
三
部
。

⑮

『春
秋
歴
雑
考
』
。

。

「
幽
風
説
」
(『中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
六
本
四
挟
)
。

⑫
篠
回
統
「
闘
風
七
月
の
舞
肇
」
(
『
大
阪
準
装
大
祭
紀
要
』
B
十
三
競
)
。

⑬
『
稿
本
詩
経
研
究
』
通
論
篇
第
一
を
第
一
章
。

⑬

白

川

静

『
中
園
の
古
代
文
皐
』
付
第
六
章
。

⑬

『
孟
子
』
公
孫
丑
出

「詩
云
、
治
天
之
禾
陰
雨
、
徹
彼
桑
土
、
網
棚
修
縄

戸、

今
此
下
民
、
或
敢
侮
。
孔
子
日
、
魚
此
詩
者
、
其
知
道
乎
、
能
治
其

園
家
、
誰
敢
侮
之
L

。

⑮
徐
中
野
「
幽
風
説
」
(
前
掲
)
。

⑫

『

稿
本
詩
経
研
究
』
(
前
掲
〉
第
一
巻
第
一

・一

一章。

⑬
貝
塚
茂
樹

『
中
園
の
古
代
園
家
』
(
著
作
集
第
一
巻
)
第
一
部
は
、
西

周
中
期
を
降
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

⑬
貝
塚
茂
樹
『
中
園
古
代
史
皐
の
設
展
』
第
二
部
第
三
章
。

@
史
念
海
『
河
山
集
』
(
伊
藤
道
治
『
中
園
古
代
王
朝
の
形
成
』
所
引
)
。

@

糞

土
墓
地
に
お
い
て
定
着
農
耕
に
入
る
以
前
の
周
民
族
が
元
来
、
北
方

の
遊
牧
系
民
族
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
周
王
室
の
祖
神
系
譜
(
内
藤
湖
南

『支
郡
上
古
史
』
)
や
、
始
祖
-
紳
話
(
宇
都
宮
清
士
口
『
中
園
古
代
中
世
史

研
究
C
、
ま
た
固
有
な
天
の
信
仰
(
石
田
英
一
郎

『
桃
太
郎
の
母
』
)
な

ど
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
ま
た
般
の
麿
が
十
日
(
旬
)
を
単
位
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
周
の
暦
に
は
月
相
の
袋
化
に
基
づ
く
ウ
ィ
ー

ク
(
週
)
の
要
素
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
純
太
陰
暦
を
用
い
た
遊
牧
時

代
の
名
残
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

②
伊
藤
道
治
『
中
園
杜
舎
の
成
立
』
第
一一一
章
。

@

貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治

『原
始
か
ら
春
秋
戟
園
』
第
六
章
。

@

樋
口
隆
康

『北
京
原
人
か
ら
銅
器
ま
で
』
、
伊
藤
遁
治
『
よ
み
が
え
る

古
代
』。

③
中
国
科
聞
学
院
考
古
研
究
所

『湖
西
設
掘
報
告
』
客
省
荘
居
住
遺
社
。

⑧

馬

得

志

・
周
永
珍
・
張
雲
麟

「
一
九
五
三
年
安
陽
大
司
空
村
護
掘
報

告」

(『考
古
泉
報
』
第
九
冊
)
。

②
「
西
周
文
化
の
起
源
と
宗
周
」
(
『
中
園
古
代
王
朝
の
形
成
』
所
牧
)
。

⑧
考
古
研
究
所
湘
水
調
査
設
掘
隊

「快
西
消
水
流
域
調
査
側
報
」
(
『考

古
』

一
九
五
九
年
第
一
一
期
)
。
険
西
省
社
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
滑
水

除

「快
西
鳳
朔
・
輿
卒
雨
豚
考
古
調
査
筒
報
」
(
『
考
古
』
一
九
六

O
年
第

三
期
)
。
険
西
省
批
倉
科
曲
学
院
考
古
研
究
所
淫
水
隊
「
侠
西
淫
水
上
滋
調

査
」
(
『考
古
』

一
九
六
二
年
第
六
期
〉
。

@

「
開
中
考
古
調
査
報
告
」
(
『中
央
研
究
院
歴
史
諮
言
研
究
所
集
刊
』
第

二
七
本
)
。

③
和
島
誠
一
「
東
ア
ジ
ア
農
耕
社
曾
に
お
け
る
こ
つ
の
型
」
(
『古
代
史
詩

座
』
第
二
砕
住
所
牧
〉
。

A
U
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⑪
「
繍
開
設
中
周
都
的
貧
地
考
察
」

刊
』
第
二

O
本
下
冊
)
。

@
「
克
鐙
克
鼎
政
」
(
『
観
堂
集
林
』
巻
一
八
所
枚
)
。

③

『雨
周
金
文
僻
大
系
考
簿
』
大
克
鼎
。

⑧
「
金
文
通
鐸
」
二
八
(
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
第
二
八
輯
)
。

③
郭
沫
若
『
雨
周
金
文
辞
大
系
考
穆
』
(
前
掲
)
、

白
川
静
「
金
文
通
稗
」

(
前
掲
)
。

⑧
内
藤
湖
南
『
支
那
上
古
史
』
第
四
章
。

@
白
川
静
『
中
閣
の
古
代
文
皐
』
(
前
掲
)
第
一
一一章
。

③
快
西
省
社
曾
科
拳
院
考
古
研
究
所
淫
水
除
「
快
西
郷
師
廊
下
孟
村
遺
社
設

掘
簡
報
」
(
『
考
古
』
一
九
六

O
年
第
一
期
)
。

@
白
川
静
「
金
交
通
稗
」
〈
前
掲
)
の
訓
讃
を
利
用
さ
せ
て
戴
く
。

@

『
春
秩
公
羊
侮
』
際
公
五
年
、
『
躍
記
』
繁
記
・

『
史
記
』

出訳
書
、
『
史

記
』
燕
世
家
、

『
設
苑
』
貴
徳
篇
。

⑪
『
稿
本
詩
経
研
究
』
(
前
掲
〉
第

一
巻
第
一
章
。

@
『
左
停
』
俸
公
二
十
四
年
。

@
白
川
静
「
金
文
通
緯
」
十
一
(
『
白
鶴
美
術
館
一
誌
』
第
十
一
輯
〉
。

⑭
『
中
園
の
古
代
園
家
』
(
前
掲
)
第

一
部
第
二
章
。

@
樋
口
隆
康
「
西
周
銅
器
の
研
究
」
(
『京
都
大
皐
文
皐
部
研
究
紀
要
』

七
〉
参
着
。

⑬

「
設
秋
」
(
『観
堂
集
林
』
巻
十
二
所
牧
)
。

⑫
「
金
文
遇
制
押
」

(
前
掲
)
。

⑬
『
中
園
古
代
王
朝
の
形
成
』
第
二
部
第
四
章
。

⑬
『
稿
本
詩
経
研
究
』
(
前
掲
)
第
一
巻
第
二
章。

(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

@
白
川
静
『
金
文
の
世
界
』
第
八
章
。

@
『
左
停
』
褒
公
二
十
九
年
。

@
白
川
静
『
稿
本
詩
経
研
究
』
(
前
掲
)
第
一
巻
第
一
章
。

③
『
支
那
古
代
の
祭
種
と
歌
謡
』
(
前
掲
)
第
一
篇
。

@
『
支
那
古
代
暦
法
史
研
究
』
(
前
掲
)
第
二
章
。

③

幽
の
村
の
一
年
を
通
じ
た
生
産
形
態
・
生
活
習
俗
に
関
し
て
は
、
別
に

「
胸
風
七
月
編
の
生
活
誌
」
を
準
備
し
て
い
る
。

⑧
『
詩
経
』

小
雅
南
山
有
蜜
。

@
郭
沫
若
『
十
批
剣
書
』
に
よ
れ
ば
、
「
爾
」
の
第
二
人
稽
代
名
詞
と
し

て
の
用
法
は
、
金
文
で
は
春
秋
中
期
に
始
ま
る
と
い
う
。
そ
れ
以
前
に
詩

篇
が
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
西
周
金
文
と
同
じ
く
「
女
L

が
用
い
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

③

宇

都

宮
諸問士ロ「
辻哲松
園
風
の
農
民
詩
」
(
『中
園
古
代
中
世
史
研
究
』
所

枚
、
併
看
。

⑧
土
橋
克
『
古
代
歌
謡
論
』
第
五
章
、
参
看
。

@

白

川
静
『
中
園
の
古
代
文
筆
』

(
前
掲
)
第
四
章
は
、
組
祭
の
お
り
氏

族
の
長
老
が
族
員
に
封
し
氏
族
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
輿
え
る
教
戒
の

歌
を
数
訓
詩
と
み
な
し
、
小
雅
常
様
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
傘
げ
て
い

る
。
狭
義
の
数
訓
詩
と
は
こ
の
よ
う
に
倫
理
的
な
内
容
を
も
っ
歌
謡
に
限

る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
瞭
義
に
考
え
て
、
首
長
が
族
員
に

射
し
て
輿
え
る
社
合
間
・
生
産
生
活
に
関
す
る
配
慮
や
指
圏
を
含
む
部
分

も
、
数
訓
詩
的
な
も
の
と
理
解
し
た
い
。

⑪
「
紛
」
は
「
鎖
」
と
み
る
べ
く
(
グ
ラ
ネ
l

『
支
那
古
代
の
祭
躍
と
歌

諸
』
第
二
篇
)
、
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
即
ち
交
情
の
暗
識
と
解
さ
れ
る

-131ー
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(
聞
一
多
「
高
唐
神
女
侍
説
之
分
析
」
『
一
脚
話
輿
詩
』
所
収
)
。

⑫
「
侍
設
中
周
都
的
寅
地
考
察
」
(
前
掲
〉
。

⑬
西
嶋
定
生
『
秦
漢
帝
園
』
第
一
章
。

@
羽
伯
賛
『
中
園
史
綱
』
、

F
・テ
l
ケ
イ
『
中
園
の
悲
歌
の
誕
生
』
(
弱

仁
協
子
謬
)
。

@

「
潟
公
子
裳
」
は
、
自
渡
的
な
衣
の
贈
輿
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
義
務

的
貢
納
で
あ
る
が
(
佐
藤
武
敏
『
中
園
古
代
絹
織
物
史
研
究
』
出
第
一

筋
)
、
衣
は
も
と
も
と
鐙
を
包
む
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
輿
え
る
こ
と
は

自
分
の
鐙
を
分
興
す
る
こ
と
、
即
ち
愛
情
の
表
現
で
あ
っ
て
(
白
川
静

『
漢
字
の
世
界
』
伺
第
十
二
章
)
、
こ
の
詩
句
に
娘
た
ち
の
秘
か
な
希
い

を
讃
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

@

吉

川
幸
次
郎
(
註
)
『
詩
経
園
風
』
下
。

@
「
回
限
至
喜
」
の
喜
は
、
小
雅
天
保
「
古
錨
潟
館
、
是
用
孝
享
」
の
舘

に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑬

拙
稿
「
周
の
始
祖
紳
話
の
成
立
と
愛
質
」
(『
立
命
館
文
相
学
』
第一一一
一一一一

-
一
三
ニ
二
・
三
三
三
合
併
枕
)
。

@

白

川
静
『
中
園
の
古
代
文
皐
」

(
前
掲
)
第
四
章
。

⑮
「
膿
子
籍
東
南
、
鍾
而
誠
之
、
而
時
布
之
干
由
民
」。

⑪

石
母
田
正

「
東
洋
社
曾
研
究
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
に
つ
い
て
」
(
岩

波
講
座
『
世
界
歴
史
』
第
三
十
各
所
収
)
。

③
石
母
国
正
『
日
本
の
古
代
園
家
』
第
四
章
、
参
看。

⑮

マ
ル
ク
ス
『
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
(
手
島
正
毅

課)。

⑧
七
月
篇
の
「
公
」
が
周
公
の
支
族
で
あ
る
可
能
性
の
強
い
こ
と
は
前
章

で
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。

③

土
橋
克
『
古
代
歌
謡
論
』

(
前
掲
)
第
七
章
に
よ
れ
ば
、
古
代
歌
謡
に

お
い
て
三
人
格
か
ら
一
人
稽
へ
の
鱒
換
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
と
い
う
。

甫
回
・
大
田
の
場
合
も
、
歌
者
で
あ
る
「
我
」
が
自
ら
を
「
曾
孫
」
と
呼

ん
で
三
人
稽
的
に
自
得
し
て
い
る
こ
と
も
一
態
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
解

穫
は
と
ら
な
い
。

③
越
智
重
明
「
祉
と
田
」
(
『
東
洋
皐
報
』
第
五
七
巻
二
一
・
四
時
抗
〉
参
看
。

⑫
フ
レ
イ
ザ
l

『
金
枝
篇
』
(
永
橋
卓
介
護
)
。

⑬
『
呂
氏
春
秋
』
順
民
篇
、
「
土
日
者
、
湯
克
夏
而
正
天
下
。
天
大
皐
、

五

年
不
枚
。
湯
乃
以
身
諸
問
於
桑
林
。
:
於
是
前
期
其
髪
、
郎
其
手
。
以
身
魚

犠
牲
」

n

⑮
宮
崎
市
定
「
古
代
中
園
賦
税
制
度
」
(
『
7
・シ
ア
史
研
究
』
第

一
所
牧
)。

@

白

川
静

「
詩
経
に
見
え
る
農
事
詩
」
(
『
立
命
能
文
皐
』
一

一一一八・一一-一

九
雨
被
)
。

⑧

関
野
雄
「
股
王
朝
の
生
産
的
基
礎
」
(
「中
園
考
古
皐
研
究
』
所
収
)
。

@
佐
藤
武
敏

「
段
周
時
代
の
税
制
」
(
『歴
史
敬
育
』

一
八
六
時
恥
)
。

@

マ
ル
ク
ス

『資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
(
前
掲
)
。

@

白
川
静

『稿
本
詩
経
研
究
』

(
前
掲
)
第
一
谷
第
三
章
は
、
大
田
篇
の

登
場
人
物
を
、
ィ
、
曾
孫
(
族
長
)
|
|
管
理
者
(
我
)
|
|
農
夫
ロ
、

曾
孫
(
我
)
|
|
俊
夫
、
の
二
つ
の
場
合
に
整
理
で
き
る
、
と
さ
れ
る
。

⑧

石
母
国
正

「
東
洋
吐
舎
研
究
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
に
つ
い
て
」
(
前

燭
)
、
参
照
。

⑧
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
図
家
』
(
前
掲
)
、
フ
ォ
l
テ
ス
、

E
Hプ
リ

ッ
チ
ャ

l
ド
(
編
)
『
ア
フ
リ
カ
の
侍
統
的
政
治
鐙
系
』
(
大
森
元
士
ロ
・
星

昭
監
謬
〉
、
参
照
。
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The World of Pin-ｆｅｎｇｃｈ’i-yiieh圃風七月

Tａｎｉｇｕchi Gｔｓｕfeｅ

　　

As Marcel Granet has noted in h＼ｓ　Ｆｅtｅｓｄ Ｃｈａｎｓｏｎｓ ａｎｄ･ｅｎｎｅｓｄｅ

ｌａ　Ｃｈｉｎｅ，　tＷｅｃＫｉ.ｙｉｉｅｈsection of　Ｐｉｎ-弁丿１ｇ ｍ Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｓｏｎｇｓ Ｔｅminds

one of Hesiod's　Worかand£^ays.　Though differ in setting, they both

depict with vividness the yearly life of the ancient peasantry･

　　

The studies on ？加一･／ｅｎｇｃＫｉ-ｙｉｉｅｈ.，however, does not stand comparison

with those on Ｗｏｒkｓ ａｎｄ Days. For one thing, even the general con-

sensus over the time of its authorship has not yet been reached.　Also,

there are three coflicting theories regarding which part of contemporary

China corresponds to Pin, whose folk songs are collected ｉｎ Ｐ緬-ｆｅｎｇ.

Subsequently, our understanding of the historical society depicted in Ｐｉｎ-

弁ｎｇぶi-yileh too cannot be said sufficient･

　　

With such state of scholarship in mind, l have attempted in this paper

first to determine the time of authorship and the location of Pin and then

to examine the place in history of its society. By approaching the prob-

lems from philological, archaeological, and geological　points of　view, I

have reached the following conclusions:

　　

1) The ch石.ツ訟h　-ｗａｓ written no later than the end of the Western

Ｃｈｏｕ西周.

　　

2）Ａs Cheng Hsiian 鄭玄（Ａ. Ｄ. 127-200）had believed, Pin is the

area in the upper stream of the Ching-he 涅河in present day Shan･hsi

院西province.

　　

3）Ｔｈｅ society of Pin consisted of overlords, village potentates, and

peasants･

　

The social structure ゛３ｓ ｃｏ°munal, and the relationship between

leaders and members of the ｃｏ°゜une formed the basic class relationship.

　　

4) Seeing from the production relationship between these two classes,

i. ｅ･･ leaders and members･ its society remained in　the preliminary stage

of tｒibｕtａｒｙりｓtｅｍ貢納制.

　　

These findings help to explain furthur the nature of state and society

of the Spring and Autu°n 春秋ａｎｄべA'^arring States戦國periods
when

China was composed of communal city states.

- ６－




