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谷

口

義

介

【
要
約
】
　
春
秋
時
代
の
温
田
儀
礼
に
関
し
て
は
、
従
来
殆
ど
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
経
営
的
側
面
で
あ
る
公
田
助
法
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
ホ

格
的
に
取
り
組
ん
だ
研
究
は
少
な
い
。

　
小
論
で
は
、
西
周
時
代
の
籍
田
儀
礼
を
論
じ
た
前
稿
を
承
け
て
、
西
周
・
春
秋
期
の
魯
に
例
を
と
り
、
ま
ず
籍
田
儀
礼
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
た
後
で
、

公
田
経
営
の
具
体
的
な
在
り
よ
う
を
「
国
中
」
と
「
野
」
の
郡
邑
に
分
け
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
　
『
国
語
』
豪
語
で
繁
環
な
ま
で
に
語
ら
れ
た
〈
理
念
型
〉
的
な
誉
田
儀
礼
と
の
比
較
が
今
後
の
課
題
と
な
る
し
、
後
者
は
ま
た
、

春
秋
中
期
宋
の
宣
公
十
五
年
（
前
論
九
四
）
、
「
初
め
て
畝
に
税
す
」
と
い
う
魯
の
租
税
改
革
の
意
義
と
内
容
を
究
明
す
る
場
合
、
そ
の
前
提
的
な
作
業
の

位
置
を
、
筆
者
の
構
想
に
お
い
て
占
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
八
巻
一
号
　
【
九
八
五
年
一
月

は
　
し
　
が
　
き

　
夏
・
股
・
周
三
代
に
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
貢
・
助
・
徹
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
税
法
に
関
し
て
は
、
果
し
て
そ
れ
を
三
代
に
比
定
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
体
に
つ
い
て
も
未
だ
明
確
な
答
え
は
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
う
ち
、
段

に
比
定
さ
れ
た
助
法
（
い
わ
ゆ
る
籍
）
が
、
公
田
に
お
け
る
民
の
力
役
提
供
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
で
は
、
概
ね
帰
一
し
た
結
論

に
達
し
て
お
り
、
ま
た
公
田
は
宗
教
的
意
義
を
担
う
祭
田
と
し
て
の
性
格
を
本
来
具
え
て
い
た
か
ら
、
そ
の
起
源
は
当
然
、
祭
田
た
る
籍
園
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
神
事
的
な
共
耕
に
見
出
さ
れ
よ
う
。
後
世
の
文
献
の
み
な
ら
ず
、
ト
辞
を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
神
事
的
共
耕
、
つ
ま
り
籍
田
の
儀
礼
的
側
面
は
、
股
か
ら
西
周
王
室
へ
と
継
受
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
様
々
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
、

王
朝
国
家
的
な
祭
祀
と
し
て
荘
厳
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
他
方
、
籍
田
（
王
田
）
で
の
力
役
に
よ
る
共
同
労
働
も
、
王
室
経
済
を
補
完
す
る
た
め
の

財
政
的
な
意
義
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
金
文
資
料
に
よ
れ
ば
、
西
明
中
期
頃
に
そ
の
画
期
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
添
田
の
経
営
は
、
か
つ
て
論
じ
た
ご
と
く
、
王
室
を
中
心
と
し
た
族
偶
的
秩
序
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
諸
氏
族
に
よ
る

貢
納
労
働
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
実
は
諸
氏
族
の
首
長
層
が
各
邑
の
内
部
で
組
織
し
指
揮
す
る
丹
田
で
の
共
同
労
働
を
前
提
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
周
末
期
、
宣
王
に
よ
っ
て
黒
田
儀
礼
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
薙
田
の
耕
作
者
た
る
族
人
を
現
実
に
差
発
し
う

る
首
長
層
に
対
し
、
王
室
が
従
来
の
よ
う
な
強
調
力
を
喪
失
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
各
首
長
層
が
族
人
に
対
す
る
力
役
の
賦
課

権
を
専
ら
自
己
の
保
有
田
に
お
い
て
行
使
し
始
め
る
、
と
い
っ
た
状
況
を
推
測
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
承
け
て
、
西
周
王
室
に
お
け
る
廃
止
後
も
な
お
挙
行
さ
れ
て
い
た
魯
の
場
合
を
例
に
と
り
、
春
秋
期
に
お
け
る
単
糸
儀

礼
の
実
体
と
、
そ
の
経
営
的
側
面
、
つ
ま
り
公
田
助
法
の
聞
題
を
と
り
あ
げ
、
若
千
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　
①
　
加
藤
繁
『
支
那
古
田
制
の
研
究
』
、
宮
崎
市
定
「
古
代
中
国
賦
税
制
度
」
　
（
『
ア
　
　
　
　
　
号
）
、
白
川
静
「
詩
経
に
見
え
る
農
事
詩
」
　
（
『
立
命
館
文
学
』
第
一
三
八
．
一
三

　
　
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
所
販
）
、
佐
藤
武
敏
「
股
周
時
代
の
税
制
」
　
（
『
歴
史
教
育
騙
　
　
　
　
　
九
両
号
）
、
木
村
正
雄
「
籍
田
と
助
法
」
（
『
爽
洋
史
学
論
集
』
第
三
）
、
楊
寛
「
籍

　
　
築
一
八
六
号
）
、
墨
仲
勉
「
「
貢
・
助
・
徹
的
叡
智
及
悠
様
施
行
」
　
（
『
西
周
社
会
制
　
　
　
　
　
礼
新
声
」
　
（
『
古
史
新
報
』
所
収
）
。

　
　
詫
間
題
』
所
収
）
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
拙
稿
「
丸
盆
時
代
の
葛
藤
儀
礼
」
（
『
白
用
静
博
士
古
稀
記
念
中
国
文
史
論
叢
』

　
②
笠
原
仲
二
「
支
那
古
代
に
於
け
る
田
租
筏
役
の
起
源
」
（
『
支
那
学
』
第
十
巻
一
　
　
所
収
）
。

騨
　
郊
瀧
と
籍
礼

　
『
国
語
』
周
語
（
上
）
や
『
史
記
』
周
本
紀
に
よ
る
と
、
西
周
一
代
を
通
じ
て
挙
行
さ
れ
て
き
た
神
田
の
礼
は
、
そ
の
末
期
、
宣
王
の
時
代
に

至
っ
て
廃
止
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
廃
止
は
実
は
西
周
王
室
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
東
周
王
室
や
東
方
の
諸
国
に

あ
っ
て
は
、
春
秋
期
に
入
っ
て
か
ら
も
依
然
と
し
て
挙
行
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
侯
も
ま
た
籍
田
を
行
っ
て
い
た
、
と
す
る
『
孟
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子
』
縢
文
公
（
下
）
や
『
礼
記
』
祭
儀
と
い
っ
た
後
世
の
文
献
を
信
ず
る
ま
で
も
な
く
、
籍
田
儀
礼
は
特
に
魯
に
お
い
て
、
極
め
て
古
朴
な
形
式

の
ま
」
実
修
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

　
桓
公
十
四
年
（
前
六
九
八
）
の
『
春
秋
』
経
文
に
、

　
　
秋
八
月
壬
申
、
御
虞
爽
あ
り
。
乙
亥
、
嘗
す
。

と
あ
り
、
　
『
左
伝
』
は
、

　
　
秋
八
月
壬
申
、
御
魔
突
あ
り
。
乙
亥
、
嘗
す
。
害
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
書
す
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み

と
記
し
て
い
る
。
御
康
と
は
、
杜
注
に
「
公
の
親
耕
す
る
所
を
蔵
し
て
、
以
て
棄
盛
に
奉
ず
る
の
倉
な
り
」
と
あ
る
ご
と
く
、
魯
の
国
君
み
ず

か
ら
ス
キ
入
れ
し
た
汐
田
よ
り
収
穫
し
、
様
々
な
祭
祀
の
神
栄
用
と
し
て
保
存
し
て
お
く
穀
物
の
貯
蔵
所
に
外
な
ら
な
い
。
後
世
の
文
献
で
あ

る
が
、
　
『
呂
氏
春
秋
』
季
秋
紀
に
、
　
「
家
宰
に
命
じ
て
帝
籍
の
収
を
神
倉
に
蔵
せ
し
む
」
と
み
え
る
神
倉
が
、
こ
の
御
堂
に
相
当
し
よ
う
。
魯

の
減
等
十
四
年
、
そ
の
愚
管
か
ら
出
火
し
た
が
、
す
で
に
収
め
て
あ
っ
た
新
穀
に
は
害
が
及
ば
ず
、
そ
の
た
め
三
日
後
の
嘗
の
祭
も
滞
り
な
く

行
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
嘗
の
祭
と
は
、
　
『
左
伝
』
至
公
五
年
（
前
七
〇
七
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

　
　
凡
そ
氾
は
、
啓
塾
に
し
て
郊
し
、
龍
〔
星
〕
見
は
れ
て
齢
し
、
始
め
て
殺
し
て
嘗
し
、
急
撃
し
て
懸
口
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
年
の
定
例
の
祭
で
、
秋
の
収
穫
時
に
お
け
る
新
穀
の
供
献
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
祭
田
た
る
籍
田
か
ら
の
収
穫
物

は
、
仲
秋
八
月
、
い
わ
ば
初
穂
と
し
て
宗
廟
な
ど
に
捧
げ
、
収
穫
が
感
謝
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
初
穂
以
外
の
穀
物
は
、
そ
の
ま
ま
御
幕
に
蔵

せ
ら
れ
て
、
冬
の
黙
祭
や
、
次
年
の
啓
蟄
に
行
わ
れ
る
郊
祀
の
折
に
用
い
ら
れ
た
。
蒸
と
は
冬
祭
の
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
冬
至
の
日
に
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

る
天
の
霊
智
に
起
源
し
よ
う
。
生
子
儀
礼
や
穀
霊
信
仰
な
ど
様
々
な
要
素
か
ら
な
る
大
雅
生
民
は
、
天
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
以
て
嗣
ぐ
歳

を
興
す
」
と
歌
う
か
ら
、
年
末
の
丞
…
祭
の
側
面
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
こ
で
は
穀
物
は
、
　
「
或
ひ
は
春
き
或
ひ
は
楡
し
、
或
ひ

は
簸
し
或
ひ
は
躁
す
。
こ
れ
を
釈
ぐ
こ
と
聖
璽
た
り
、
こ
れ
を
黙
す
こ
と
浮
浮
た
り
」
と
、
脱
穀
し
て
熊
さ
れ
、
更
に
そ
れ
を
「
豆
（
高
杯
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
ん
　
　
　
　
う

盛
」
っ
て
捧
げ
る
と
、
「
そ
の
香
始
め
て
労
り
、
上
帝
居
じ
て
歓
け
た
ま
ふ
」
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
蒸
祭
の
仕
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方
は
、
年
を
越
し
て
か
ら
の
郊
祀
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
東
周
王
室
の
例
で
み
る
と
、
空
語
（
下
）
に
「
天
子
、
…
…
日
入
り
て
九
御
を
号
し
、
締
郊
の
山
盛
を
清
書
せ
し
む
」
と
あ
り
、
楚
語
（
下
）
も
、

諦
郊
の
祀
に
ま
つ
わ
る
天
子
と
后
妃
に
よ
る
春
嵐
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
諦
・
郊
の
う
ち
、
祖
神
祭
祀
の
青
煮
に
入
る
と
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

濫
費
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
郊
祀
と
は
本
来
、
郊
に
お
い
て
行
わ
れ
る
祭
天
の
儀
礼
を
意
味
す
る
。
丞
｛
祭
と
郊
祀
は
、
主
神
と
そ
の
祀
り

方
の
二
点
で
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
た
だ
、
西
周
期
に
お
い
て
、
す
で
に
郊
祀
に
は
農
耕
儀
礼
的
要
素
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
西
周
王
室
の
郊
祀
の
折
の
楽

歌
と
み
ら
れ
る
周
頚
思
文
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

　
　
あ
㌧
文
た
る
筆
管
、
克
く
彼
の
天
に
配
す
。
我
が
庶
民
を
立
て
、
爾
の
極
に
匪
ざ
る
は
高
し
。
論
れ
に
来
牟
を
怠
り
、
帝
命
じ
て
率
く
算
せ
し
む
。
此
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
彊
と
爾
の
界
な
く
、
常
を
こ
の
夏
に
陳
く
。

と
み
え
、
こ
こ
で
は
周
の
祖
神
に
し
て
穀
神
た
る
后
穫
が
天
に
配
祀
さ
れ
る
と
い
う
形
で
寄
留
が
行
わ
れ
て
い
る
。
魯
語
（
上
）
に
　
「
穫
を
郊

す
」
と
あ
り
、
　
『
左
伝
』
君
公
七
年
に
「
后
穫
を
郊
肥
し
て
、
以
て
農
事
を
祈
る
」
と
あ
る
の
も
、
郊
祀
に
お
け
る
農
耕
儀
礼
的
側
面
を
物
語

る
。
そ
し
て
郊
祀
が
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
穀
神
崇
拝
を
含
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
儀
礼
で
は
丞
…
し
た
棄
盛
が
天
に
捧
げ
ら
れ
る
ほ
か
、

後
述
の
ご
と
く
后
穫
の
象
微
と
し
て
の
種
実
が
供
献
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
具
え
た
郊
祀
は
、
西
周
や
東
周
王
室
の
み
で
な
く
、
同
姓
諸
侯
た
る
魯
に
あ
っ
て
も
挙
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
掲
げ
た
『
左
伝
』
桓
公
五
年
の
条
の
「
啓
蟄
に
し
て
著
す
」
と
い
う
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
　
『
史
記
』
悪
言

公
世
家
は
い
わ
ゆ
る
金
縢
説
話
を
述
べ
て
、
天
子
の
み
の
行
う
べ
き
郊
祀
が
魯
国
に
許
さ
れ
た
由
来
を
説
い
て
い
る
。
　
『
左
伝
』
閾
公
元
年
の

条
に
「
魯
は
周
の
礼
を
棄
て
ず
」
と
あ
る
場
合
の
「
周
の
礼
」
に
は
、
当
然
郊
祀
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
因
み
に
、
泰
阜
故
城
の
南
垣
東
門
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

中
軸
線
上
一
・
五
キ
ロ
に
舞
雲
台
が
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
南
郊
に
相
当
し
、
こ
こ
で
卜
祀
が
行
わ
れ
た
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
魯
で
は
、
郊
祀
は
春
秋
時
代
を
通
じ
て
挙
行
さ
れ
た
ら
し
く
、
僖
公
三
十
一
年
、
宣
公
三
年
、
成
公
七
・
十
年
、
嚢
公
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七
・
十
一
年
の
六
圖
、
支
障
が
あ
っ
て
中
止
さ
れ
た
ほ
か
、
成
公
十
七
年
、
定
公
十
五
年
、
哀
公
元
年
に
は
、
そ
の
支
障
に
も
拘
ら
ず
強
行
さ

れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
春
秋
』
経
文
に
そ
れ
ら
が
特
記
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
却
っ
て
通
常
の
年
に
は
滞
り
な
く
挙
行
さ

れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
郊
祀
を
行
う
に
妾
っ
て
支
障
と
な
っ
た
の
は
、
概
ね
牲
牛
が
傷
を
負
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
嚢
公
七
年
（
前
五
六
六
）

の
例
で
は
、
郊
祀
と
薙
田
儀
礼
の
順
序
が
逆
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
中
止
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
　
『
左
伝
』
嚢
公
七
年
の
条
に
い
う
。

　
　
夏
四
月
。
三
た
び
郊
を
ト
す
。
従
は
ず
。
乃
ち
牲
を
免
ず
。
孟
献
子
臼
く
、
「
わ
れ
乃
ち
今
に
し
て
の
ち
ト
笈
有
る
を
知
る
。
そ
れ
后
穫
を
郊
還
す
る
は
、
以

　
　
て
農
事
を
祈
る
が
た
め
な
り
。
こ
の
故
に
啓
蟄
に
し
て
質
し
、
郊
し
て
後
に
耕
す
。
今
既
に
耕
し
て
後
に
郊
を
ト
す
。
そ
の
従
は
ざ
る
こ
と
宜
べ
な
り
」
と
。

魯
の
宮
廷
で
は
毎
年
、
啓
蟄
に
な
る
と
、
盾
穫
を
天
に
配
擁
す
る
郊
祀
を
行
っ
て
農
事
を
祈
り
、
こ
れ
が
す
ん
で
か
ら
初
め
て
「
耕
」
が
行
わ

れ
る
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
が
、
今
年
は
「
耕
」
が
行
わ
れ
て
か
ら
、
郊
祀
の
日
取
り
を
定
め
る
た
め
ト
占
す
る
と
い
っ
た
始
末
で
、
三
度
卜

笠
に
か
け
て
み
て
も
そ
の
都
度
は
ず
れ
る
結
果
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
冒
頭
に
「
夏
四
月
」
と
あ
る
の
は
夏
暦
に
基
づ

⑤き
、
　
「
啓
蟄
」
は
現
在
の
二
十
四
節
気
と
は
異
っ
て
、
立
春
・
啓
蟄
・
雨
水
・
春
分
の
順
序
で
あ
っ
た
か
ら
、
夏
芝
正
月
中
の
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
魯
の
宮
廷
で
は
、
心
延
正
月
中
の
啓
蟄
に
一
言
を
行
っ
て
后
穫
を
祀
り
、
そ
の
祭
儀
が
す
ん
で
か
ら
「
耕
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う

の
が
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
慣
行
で
あ
っ
た
が
、
嚢
公
七
年
に
は
、
す
で
に
「
耕
」
が
す
ん
だ
あ
と
飯
事
四
月
に
入
っ
て
か
ら
郊
祀
の
日
取
り
を

占
っ
た
た
め
ト
定
で
き
ず
、
結
局
そ
の
年
の
郊
祀
は
取
り
止
め
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
、
啓
蟄
の
郊
祀
の
後
に
行
わ
れ
る
べ
き
「
耕
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
鄭
玄
は
、
　
『
礼
記
』
月
令
孟
春
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
月
や
、
天
子
乃
ち
元
日
を
以
て
、
穀
を
上
帝
に
祈
る
。

を
郊
祀
に
当
て
、
そ
れ
に
続
く
下
文
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
カ
　
へ

　
　
乃
ち
翼
果
を
択
び
て
、
天
子
親
し
く
束
霜
を
載
せ
、
こ
れ
を
参
保
介
の
御
間
に
措
く
。
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
帥
ゐ
、
躬
か
ら
帝
籍
を
耕
す
。

を
、
　
「
耕
」
に
当
て
て
解
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
　
『
礼
記
』
月
令
の
本
文
に
注
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
左
氏
会
箋
』
は
逆
に
、
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上
掲
褻
公
七
年
の
記
事
を
解
す
る
の
に
月
令
の
文
を
引
き
、
郵
注
と
同
じ
結
論
を
述
べ
て
い
る
。
耳
語
（
上
）
に
よ
る
と
、
黒
田
儀
礼
は
二
月
初

吉
に
至
る
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
挙
行
時
期
か
ら
み
て
、
啓
蟄
の
郊
祀
の
後
に
行
わ
れ
る
「
耕
」
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
年
の
初
耕
式
、
つ
ま
り
籍
田
儀
礼
と
解
釈
す
る
上
記
の
説
は
、
極
め
て
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
啓
塾
に
し
て
溶
し
、
激
し
て
後
に
耕
す
」
の
耕
を
平
田
儀
礼
と
み
な
し
う
る
と
し
て
も
、
魯
に
お
い
て
そ
れ
が
如
何
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
形
で
挙
行
さ
れ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
示
す
資
料
は
殆
ど
皆
無
に
近
い
。
先
に
掲
げ
た
『
春
秋
』
経
文
の
「
御
魔
」
が
、
薙
田
か
ら
の
収

穫
物
の
神
聖
な
貯
蔵
所
と
し
て
、
わ
ず
か
に
籍
圏
自
体
の
存
在
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
御
影
に
蔵
さ
れ
て
き
た
穀
物
が
楽
盛
と
し
て
用

い
ら
れ
た
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
穀
神
盾
穫
の
象
徴
と
し
て
嵩
置
の
ま
Σ
供
献
さ
れ
た
点
で
は
、
温
田
儀
礼
は
郊
祀
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
　
『
周
礼
』
天
官
内
宰
に
、

　
　
上
春
。
王
后
に
詔
り
し
て
六
宮
の
人
を
帥
み
し
め
、
穐
種
の
種
を
生
じ
て
、
こ
れ
を
王
に
献
ぜ
し
む
。

と
あ
り
、
郵
玄
は
、

　
　
六
宮
と
は
、
古
へ
后
宮
を
し
て
種
を
蔵
し
、
そ
の
伝
類
蕃
箪
の
祥
あ
り
て
必
ず
生
ず
る
も
の
を
以
て
、
こ
れ
を
献
ぜ
し
む
。
よ
く
こ
れ
を
虚
し
、
傷
敗
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
ざ
ら
し
む
る
を
示
す
。
且
つ
以
て
王
耕
の
事
を
佐
け
、
謡
言
に
嵩
せ
し
む
る
も
の
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
橦
椌
の
種
」
が
籍
田
か
ら
え
た
嘉
穀
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
種
実
を
女
官
た
ち
が
后
宮
内
で
保
存

し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
と
は
、
前
記
し
た
御
書
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
黒
田
か
ら
の
嘉
穀
は
、
同
じ
藷
田

内
の
一
区
画
に
気
態
を
建
て
て
収
納
す
る
の
が
、
起
源
的
な
形
式
で
あ
っ
た
。
周
語
（
上
）
に
、
　
「
籍
〔
田
〕
の
菓
南
に
魔
つ
く
り
、
堅
め
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
を
蔵
す
」
と
み
え
、
し
か
も
塵
（
愚
）
の
ト
文
は
寒
樹
を
架
し
た
形
に
つ
く
り
、
積
倉
の
意
を
示
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
嘆
の
起

源
は
、
わ
が
国
の
民
俗
で
い
う
ニ
ホ
で
あ
り
、
籍
田
中
の
魔
と
は
“
稲
の
産
屋
”
に
相
当
し
よ
う
。
そ
し
て
、
籍
田
中
の
虞
が
后
宮
も
し
く
は

詩
魔
に
移
さ
れ
て
か
ら
も
、
　
「
種
稜
の
種
」
を
保
存
す
る
役
目
を
王
后
や
六
宮
の
婦
が
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

前
掲
魯
語
（
下
）
で
「
諦
郊
の
楽
盛
を
潔
奉
」
す
る
の
が
九
紫
（
九
媛
）
と
い
っ
た
女
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
よ
う
。
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す
な
わ
ち
、
聖
別
さ
れ
た
種
実
を
穀
霊
た
る
后
穫
の
象
徴
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
次
年
ま
で
大
切
に
保
存
す
る
王
后
や
女
官
た
ち
は
、
意
義
と

し
て
の
役
割
り
を
果
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
穀
母
か
ら
の
穀
盗
の
誕
生
は
、
姜
源
…
后
穫
の
始
祖
神
話
と
し
て
周
民
族
の
伝
承

し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ
る
意
味
で
后
宮
の
王
后
や
女
官
た
ち
は
、
歳
ご
と
に
そ
の
神
話
を
実
修
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
よ
り
正
確
に

い
え
ば
、
周
民
族
に
あ
っ
て
穀
霊
信
仰
を
民
俗
的
瓦
燈
と
し
つ
つ
、
嘉
穀
を
聖
別
し
保
存
す
る
婦
女
に
よ
る
祭
祀
が
成
立
し
、
そ
れ
が
穀
母
姜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

源
一
穀
神
后
穫
の
神
話
と
し
て
観
念
形
態
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
籍
田
か
ら
え
た
種
実
は
、
皇
霊
あ
る
も
の
と
し
て
婦
女
の
手
で
保
存
さ
れ
て
き
て
、
ま
ず
啓
蟄
の
郊
祀
の
折
、
尊
卑
を
天
に

配
祭
す
る
と
き
に
捧
げ
ら
れ
、
つ
い
で
こ
の
後
、
二
月
初
吉
ま
で
に
行
わ
れ
る
墨
田
初
耕
に
際
し
て
も
、
女
官
の
手
で
供
献
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
周
碩
載
菱
の
詩
序
に
、
　
「
春
、
籍
算
し
て
社
穫
に
祈
る
」
と
あ
る
ご
と
く
、
土
地
神
（
社
）
と
共
に
穀
神
（
穫
）
が
祈
ら
れ
て
い
る
の
も
、

籍
田
儀
礼
に
お
け
る
穀
神
信
仰
的
な
側
面
を
示
す
。

　
し
か
し
、
耳
玉
信
仰
的
な
要
素
を
取
り
除
く
と
、
衝
撃
は
天
を
、
藷
礼
は
土
地
神
を
そ
れ
ぞ
れ
に
祀
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
　
　
　
　
　
　
う

ろ
う
。
前
掲
の
ご
と
く
、
冬
の
黙
祭
と
同
じ
く
郊
祀
に
あ
っ
て
も
、
　
「
帝
（
上
帝
）
居
ん
じ
て
戦
け
た
ま
ふ
」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
籍
礼
は
文

字
通
り
「
籍
」
、
つ
ま
り
ス
キ
入
れ
す
る
こ
と
を
通
じ
て
大
地
の
豊
饒
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
郊
祀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の

折
の
楽
歌
が
異
質
縄
文
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
無
礼
で
奏
さ
れ
た
の
は
、
『
周
壁
』
春
官
紀
章
に
「
凡
そ
国
の
年
り
を
拳
蟹
に
祈
る
や
、
幽
雅

　
ふ

を
融
き
、
土
鼓
を
撃
ち
て
、
以
て
田
唆
を
楽
し
ま
し
む
」
と
あ
る
通
り
、
醐
詩
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
、
そ
こ
で
は
土
地
神
は
田
神
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

神
格
を
も
っ
て
稔
り
を
祈
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
春
秋
期
の
魯
の
農
事
暦
に
基
づ
い
て
整
理
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
夏
小
正
』
の
う
ち
、
正

月
の
祭
事
た
る
「
初
歳
、
束
を
祭
る
」
と
い
う
の
は
、
黒
白
（
上
）
や
『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
に
み
え
る
田
器
・
来
霜
の
修
祓
を
連
想
さ
せ
る
が
、

そ
れ
は
当
然
、
土
地
の
ス
キ
起
こ
し
を
意
識
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
同
じ
『
夏
小
正
』
の
「
時
に
俊
風
あ
り
」
と

い
う
の
も
、
周
語
（
上
）
の
協
風
の
信
仰
と
同
様
、
土
地
を
初
耕
す
べ
き
時
節
の
到
来
を
こ
そ
意
味
し
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
左
伝
』
嚢
公
七
年
に
「
耕
」
の
一
字
で
み
え
て
い
る
魯
の
町
田
儀
礼
は
、
そ
の
他
の
資
料
で
補
っ
て
復
元
す
る
と
、
種
実
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の
聖
別
・
保
存
と
土
地
神
へ
の
祈
願
、
農
具
の
修
祓
、
東
風
の
信
仰
な
ど
を
構
成
要
素
と
し
、
楽
歌
と
し
て
幽
詩
が
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
藤
津
王
室
の
請
田
儀
礼
、
お
よ
び
周
語
（
上
）
で
繁
愚
な
ま
で
に
語
ら
れ
た
式
次
第
と
比
較
す
る
と
き
、
特

に
そ
の
参
加
者
に
つ
い
て
、
前
二
者
の
い
ず
れ
と
も
異
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
前
稿
で
論
じ
た
ご
と
く
、
西
周
王
室
の
主
宰
し
た
養
田
儀
礼
に
は
、
内
服
の
諸
官
と
そ
の
氏
族
員
、
時
に
は
股
系
の
冷
罵
も
族
員
を
率
い
て

参
加
し
、
そ
こ
で
の
共
耕
に
奉
仕
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
周
王
権
下
の
籍
礼
は
、
服
属
諸
氏
族
の
奉
仕
に
基
づ
く
王
朝
国
家
的
な
規
模

と
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
周
語
（
上
）
の
挙
げ
る
参
加
者
は
、
公
卿
・
百
吏
・
庶
人
な
ど
階
層
化
さ
れ
た
形
を
と
り
、
更
に
こ
の
傾
向
は
、
前
掲
の
『
礼

記
』
月
島
に
「
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
」
と
あ
る
ご
と
く
一
層
顕
著
と
な
っ
て
ゆ
く
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
階
層
的
に
整
序
さ
れ
た
参
加

者
は
、
戦
国
期
に
ま
す
ま
す
進
行
す
る
国
家
の
機
構
化
・
官
制
化
の
現
実
に
促
さ
れ
て
、
官
職
的
儀
礼
の
中
に
包
摂
さ
れ
た
観
念
的
な
存
在
と

　
　
　
　
　
　
　
⑫

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
中
に
「
諸
侯
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
西
周
王
室
の
雲
斗
が
内
服
の
諸
官
の
奉
仕
に
基
づ
き
、
外
服
の

諸
侯
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
の
と
は
異
っ
て
、
戦
国
期
に
お
け
る
領
域
国
家
的
な
拡
大
へ
の
志
向
を
反
映
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
両

者
に
比
較
す
る
と
、
倉
皇
・
春
秋
期
に
お
け
る
魯
の
古
田
儀
礼
の
参
加
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
性
格
を
示
し
て
い
る
。

　
前
述
の
ご
と
く
、
籍
田
初
風
の
日
に
捧
げ
ら
れ
る
種
種
の
種
壷
は
、
前
年
の
収
穫
祭
よ
り
後
、
后
宮
の
女
官
の
手
で
保
存
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
女
官
と
は
実
は
氏
族
の
婦
人
た
ち
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
召
南
采
繋
に
、
夜
を
こ
め
て
公
の
祭
祀
に
つ
か
え
る
一
族
の
婦
人
の
こ
と
が
歌
わ

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
茂
族
の
婦
人
た
ち
は
、
后
宮
か
御
魔
で
保
存
さ
れ
て
い
る
織
田
か
ら
の
種
々
を
大
切
に
育
み
、
穀
母
と
し
て
の
役
割
り

を
象
微
的
に
果
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
后
穫
が
一
下
で
あ
る
と
同
時
に
周
の
始
祖
事
た
る
以
上
、
そ
れ
を
つ
と
め
る
婦
女
は
当
然
、
姫
姓
蕃
族
の

出
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
年
が
明
け
て
か
ら
の
初
耕
の
日
、
魯
の
国
君
に
従
っ
て
下
田
の
礼
に
奉
仕
す
る
の
が
、
国
人
層
で

あ
る
大
夫
や
士
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
応
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
魯
侯
伯
禽
が
鼻
繋
を
征
す
る
に
当
っ
て
発
し
た
軍
令
と
さ
れ
る
『
尚
書
』
費
誓
篇
に
よ
る
と
、
魯
に
は
、
軍
役
の
義
務
を
有
し
、
兵
器
・
食
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糧
の
準
備
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
「
人
」
と
呼
ば
れ
る
階
層
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
人
」
は
、
臣
妾
や
牛
馬
を
所
有
し
て
お
り
、
　
「
魯
人
」
と
呼

ば
れ
る
階
層
が
槙
韓
・
蕊
葵
の
調
達
や
力
役
を
課
さ
れ
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、
国
人
た
る
大
夫
や
士
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
軍
役
に
従
う
こ
れ
ら
国
人
暦
は
、
　
「
国
の
大
事
は
祀
（
祭
祀
）
と
戎
（
軍
事
）
と
に
あ
り
」
（
『
左
伝
』
成
公
十
三
年
）
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
国
人
た

る
資
格
を
も
っ
て
軍
事
と
祭
祀
に
参
加
し
た
が
、
そ
の
「
祀
」
と
は
具
体
的
に
、
　
「
凡
そ
肥
は
、
啓
蟄
に
し
て
幽
し
、
龍
〔
星
〕
見
は
れ
て
倒

し
、
始
め
て
殺
し
て
嘗
し
、
閉
解
し
て
丞
｛
す
」
（
前
掲
『
左
伝
』
桓
公
五
年
）
と
み
え
る
も
の
で
、
前
述
の
よ
う
に
籍
礼
は
春
の
郊
祀
と
密
接
な
関

係
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
も
当
然
国
人
層
の
参
加
は
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
　
『
礼
記
』
郊
特
牲
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
こ
と

　
　
た
だ
社
の
田
の
為
に
の
み
、
国
人
畢
く
作
る
。

と
み
え
る
。
社
田
と
は
、
土
地
神
を
肥
る
繁
盛
を
う
る
た
め
の
祭
田
の
こ
と
で
、
そ
の
う
ち
特
に
籍
礼
の
挙
行
さ
れ
る
田
を
籍
田
と
称
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
た
が
っ
て
、
社
田
の
耕
作
に
国
人
こ
ぞ
っ
て
参
加
す
る
と
は
、
記
田
儀
礼
へ
の
国
人
層
の
参
加
を
意
味
し
よ
う
。
因
み
に
国
人
層
は
、
単
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

軍
事
に
の
み
従
う
戦
士
集
団
で
は
な
く
、
族
長
た
る
大
夫
を
中
心
に
郷
ご
と
に
聚
居
し
、
平
時
に
は
農
作
に
従
事
し
て
お
り
、
農
作
か
ら
遊
離

し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
魯
の
国
君
の
主
宰
す
る
籍
田
儀
礼
の
参
加
者
は
、
族
長
（
大
夫
）
と
族
人
（
士
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
人
層
で
あ
り
、
ま
た

氏
族
の
婦
人
た
ち
も
そ
の
…
端
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
周
語
（
上
）
に
み
え
る
仲
山
甫
の
言
葉
に
、
　
「
民
を
治
む
る
に
事
（
籍
田
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

蒐
狩
）
を
悪
め
ば
、
以
て
令
を
賦
く
こ
と
な
か
ら
ん
」
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
国
の
大
事
は
祀
と
戎
と
に
あ
り
」
と
す
る
伝
統
に
合
致
す

る
も
の
で
、
そ
う
し
た
祭
祀
と
軍
事
を
共
同
に
す
る
学
制
国
家
の
氏
族
的
伝
統
の
中
で
、
西
周
・
春
秋
期
の
魯
の
開
田
儀
礼
は
理
解
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
魯
の
薙
田
儀
礼
の
構
成
員
が
大
夫
と
士
よ
り
な
る
国
人
層
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
実
は
そ
の
国
人
層
の
す
べ
て
が
姫
姓
氏
族
で
あ

る
と
は
限
ら
な
い
。
　
『
左
伝
』
定
公
六
年
（
前
五
〇
四
）
の
条
に
、

　
　
陽
虎
、
ま
た
公
及
び
三
桓
と
周
社
に
盟
ひ
、
国
人
と
毫
社
に
盟
ふ
。
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春秋時代の籍田儀礼と公田助法（谷口）

と
み
え
る
。
魯
の
権
臣
里
国
が
、
定
公
お
よ
び
三
塁
氏
と
周
社
で
盟
畏
し
、
国
人
と
は
翌
夕
で
上
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
周
社
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
む

『
礼
意
』
旗
門
に
「
諸
侯
、
百
姓
の
為
に
社
を
立
つ
る
を
国
社
と
い
ふ
」
と
あ
る
ご
と
く
、
魯
の
国
君
が
そ
の
入
撰
に
際
し
、
諸
氏
族
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み

に
立
て
た
土
地
神
の
土
壇
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
周
社
と
し
て
、
公
を
は
じ
め
と
す
る
卿
大
夫
ら
支
配
者
層
に
よ
っ
て
の
み
祀
ら
れ
、

国
人
の
す
べ
て
に
は
及
ば
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
対
し
、
毫
社
と
は
、
毫
を
原
住
地
と
し
た
股
民
が
そ
こ
か
ら
携
え
て
き
た
土
塊
を
用
い

て
、
同
じ
く
曲
阜
城
内
に
築
い
た
土
地
神
の
土
壇
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
国
民
を
、
魯
が
そ
の
入
封
に
伴
い
周
王
室
よ
り
賜
与
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

「
股
民
六
族
」
（
『
左
伝
』
定
公
四
年
）
と
捉
え
る
と
、
　
「
毫
社
」
で
盟
つ
た
「
国
人
」
は
す
べ
て
殴
民
の
み
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
最
近
の
曲
阜
故
城
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
城
内
の
西
周
墓
は
心
筋
の
も
の
と
原
住
民
の
も
の
と
の
二
種
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
か
ら
、
土

地
神
の
土
壇
と
し
て
は
ま
さ
し
く
節
附
と
毫
社
に
対
応
し
、
蘂
社
は
原
住
氏
族
が
本
来
営
ん
で
い
た
可
能
性
が
強
い
。
事
実
、
魯
の
封
建
の
事

情
を
伝
え
る
『
左
伝
』
定
義
四
年
の
条
に
よ
れ
ば
、
周
公
の
長
子
伯
禽
が
至
公
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
「
少
峰
の
虚
」
と
い
わ
れ
、
伝
説
上

の
帝
王
少
好
尚
の
都
城
跡
と
ざ
れ
る
が
、
そ
の
地
に
国
を
建
て
た
縛
帯
は
、
先
住
す
る
「
商
・
奄
の
民
」
の
統
治
を
引
き
つ
い
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
後
の
曲
阜
故
城
と
重
な
る
「
少
曝
の
虚
」
に
あ
っ
て
、
魯
の
入
封
以
前
よ
り
土
着
し
て
い
た
「
商
」
の
民
（
股
罠
）
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

成
湯
大
島
の
都
と
さ
れ
る
河
南
省
橿
師
県
の
毫
に
因
ん
で
、
毫
社
を
祀
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
斎
言
は
、
古
く
か
ら
の
土
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

守
護
神
と
し
て
権
威
を
も
ち
、
商
の
罠
の
み
な
ら
ず
、
魯
の
入
封
後
は
周
氏
も
含
ん
だ
異
姓
の
愚
心
の
尊
崇
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陽
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
「
国
人
と
毫
髪
に
盟
」
つ
た
の
は
、
毫
社
が
異
姓
の
諸
族
よ
り
な
る
国
人
層
の
す
べ
て
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
、
現
実
的
な
機
能
を
果
し

て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
毫
社
が
、
そ
の
土
地
に
住
す
る
諸
氏
族
に
対
し
開
か
れ
た
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
論
理
も
本
来
は
、
「
百
姓
（
諸
々
の
族
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

為
に
」
立
て
ら
れ
た
国
社
と
し
て
の
性
格
を
具
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
　
「
た
だ
社
の
田
の
為
に
の
み
、
国
人
畢
く
作
る
」
と
い
う
場
合
、
そ

の
国
人
層
の
中
に
は
嫉
姓
氏
族
以
外
の
他
の
異
姓
の
諸
氏
族
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
魯
の
国
君
の
主
宰
す
る
籍
田

儀
礼
に
は
、
姫
姓
氏
族
の
み
で
な
く
、
異
姓
の
諸
君
を
含
む
国
人
層
の
す
べ
て
が
参
加
し
、
そ
の
祭
儀
に
奉
仕
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
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も
そ
も
、
　
「
春
、
籍
田
し
て
栓
穫
に
祈
る
」
と
い
わ
れ
る
社
稜
と
は
、
同
姓
・
異
姓
に
拘
ら
ず
、
　
「
圏
」
を
構
成
す
る
「
国
人
」
に
と
っ
て
共

同
に
祀
ら
れ
る
対
象
で
あ
り
、
魯
の
場
合
、
社
穫
に
対
す
る
宗
廟
が
支
配
者
と
し
て
の
周
覧
一
族
の
み
が
専
ら
祀
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
と
は
、

本
来
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
先
に
、
魯
の
籍
田
儀
礼
は
、
　
「
国
の
大
事
は
祀
と
戎
と
に
あ
り
」
と
す
る
邑
制
国
家
の
氏
族
的
伝
統
の
中
で
理
解
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
自
体
に
誤
り
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
氏
族
制
的
野
制
国
家
と
は
、
同
一
祖
先
か
ら
出
た
単
純
な
同
族
集
団

で
は
な
く
し
て
、
多
く
の
異
姓
鴬
野
を
内
に
含
ん
だ
複
雑
な
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
諸
氏
族
の
参
加
す
る
魯
の
籍
田
儀
礼

は
、
そ
う
し
た
氏
族
制
的
邑
棚
国
家
の
特
質
の
表
現
と
し
て
改
め
て
把
握
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

50　（50）

①
　
聞
一
多
「
姜
娠
履
大
人
望
診
」
　
（
『
神
話
鞍
懸
』
所
収
）
、
白
川
静
『
中
国
の
古

　
代
文
学
（
一
）
』
第
四
章
、
石
田
英
一
郎
「
桃
太
郎
の
母
」
　
（
『
桃
太
郎
の
母
』
所

　
収
）
。

②
池
田
末
利
「
文
献
所
見
の
祀
天
儀
礼
序
説
（
上
）
1
毛
祭
の
経
説
史
的
考
察

　
1
…
」
　
（
『
中
国
古
代
宗
教
史
研
究
』
所
収
）
。

③
　
三
囲
末
利
「
文
献
所
見
の
祀
天
儀
礼
序
説
（
下
）
一
面
祭
の
経
説
史
的
考
察

　
一
」
　
（
前
掲
書
所
収
）
。

④
　
張
学
海
「
直
談
曲
阜
魯
城
的
年
代
和
山
本
絡
局
」
（
『
文
物
臨
一
九
八
二
年
第
十

　
二
期
）
。

⑤
藪
内
清
『
申
国
の
天
文
暦
法
』
第
二
部
に
よ
る
と
、
春
秋
中
期
以
降
、
周
正
か

　
ら
夏
正
に
移
行
し
た
と
い
う
。
因
み
に
、
新
城
新
蔵
『
東
洋
天
文
学
史
研
究
』

　
は
、
文
事
・
宣
公
の
頃
を
境
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
が
股
正
、
そ
の
後
が
周
正
を
用

　
い
た
と
す
る
。
こ
れ
に
従
う
と
す
れ
ば
、
嚢
公
七
年
冬
「
四
月
」
は
周
正
に
よ
る

　
か
ら
、
夏
暦
で
は
二
月
の
こ
と
と
な
る
。

⑥
西
田
太
｝
郎
「
郊
祭
の
対
象
と
そ
の
時
期
と
に
就
い
て
」
（
『
支
那
学
』
第
八
巻

　
一
号
）
。

⑦
『
国
語
』
周
語
（
上
）
で
魏
文
理
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
周
知
の
ご
と
く
籍
田
儀

　
礼
の
最
も
詳
細
な
記
述
で
あ
る
が
、
こ
の
資
料
は
時
期
的
に
異
な
る
段
階
の
内
容

　
を
含
み
、
春
秋
時
代
の
魯
国
の
も
の
と
特
定
し
て
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
。
本
稿
で
は
、
比
較
の
材
料
と
し
て
の
み
言
及
す
る
に
止
め
た
い
。

⑧
　
陳
夢
家
『
股
虚
卜
辞
綜
述
』
第
十
六
章
、
楊
樹
達
『
積
微
居
小
学
述
林
』
。

⑨
　
拙
稿
「
周
の
始
祖
神
話
の
成
立
と
変
質
扁
（
『
立
命
館
文
学
』
第
一
ニ
ゴ
コ
ニ
ニ
一
二

　
二
・
一
三
一
一
三
合
併
号
）
。

⑩
能
田
忠
亮
「
夏
小
正
鯉
濃
論
」
（
『
東
洋
天
文
学
史
論
叢
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、

　
『
夏
小
正
』
中
の
星
象
は
概
ね
前
六
〇
〇
年
頃
に
適
合
し
、
春
秋
期
に
夏
暦
を
採

　
用
し
た
の
は
晋
と
、
文
・
宣
以
降
の
魯
で
あ
る
と
い
う
。
　
こ
れ
に
加
え
て
、
e

　
『
夏
小
正
』
と
同
一
の
語
句
二
、
共
通
す
る
事
項
五
を
も
つ
醐
風
七
月
篇
は
、
他

　
の
『
詩
経
』
諸
篇
と
共
に
魯
の
楽
官
に
よ
っ
て
曇
霞
さ
れ
た
こ
と
。
⇔
『
夏
小
正

　
』
二
月
の
項
に
み
え
る
万
尋
に
お
い
て
奏
さ
れ
た
周
碩
大
武
に
関
し
、
孔
子
と
賓

　
牟
賢
の
問
答
が
『
礼
記
勧
楽
記
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
か
ら
、

　
『
夏
小
正
』
の
原
型
は
春
秋
中
期
以
降
の
魯
に
お
い
て
成
立
し
た
可
能
性
が
強
い
。

⑪
　
拙
稿
「
顯
周
時
代
の
藷
田
儀
礼
」
　
（
前
掲
）
。



⑫
　
拙
稿
「
周
の
始
祖
神
話
の
成
立
と
変
質
」
　
（
前
掲
）
。

⑬
　
赤
塚
忠
『
書
経
』
は
、
魯
の
僖
公
に
関
す
る
記
事
が
伯
禽
に
仮
托
し
て
作
ら
れ

　
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
岡
崎
文
夫
「
雪
曇
伍
郵
の
制
に
当
て
」
（
『
羽
田
博
士

　
碩
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
　
『
照
語
』
怨
語
の
記
す
参
国
伍
鄙

　
の
制
で
は
、
士
と
呼
ば
れ
る
国
入
層
の
み
が
軍
役
に
従
事
し
、
㎜
般
の
民
は
そ
れ

　
に
預
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
形
の
兵
農
分
離
の
状
況
は
春
秋
初
期
の
制
を

　
伝
え
る
、
と
い
う
。
　
こ
れ
に
依
拠
す
る
な
ら
、
軍
役
の
有
無
を
「
人
」
と
「
魯

　
人
」
の
闘
で
明
確
に
区
分
し
て
い
る
『
尚
書
臨
費
里
謡
も
、
春
秋
初
期
か
そ
れ
以

　
前
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑭
　
笠
原
仲
二
「
支
那
古
代
に
於
け
る
田
租
掘
役
の
起
源
」
　
（
前
掲
）
参
着
。

⑮
『
左
伝
』
荘
公
十
年
「
曹
働
請
見
、
其
郷
人
臼
」
。
『
左
伝
』
昭
公
十
二
年
「
南

　
謝
之
将
叛
也
、
其
郷
人
或
知
之
」
。
曹
劇
と
南
謝
を
そ
れ
ぞ
れ
大
夫
と
す
れ
ば
、

　
そ
の
郷
人
と
い
う
の
は
士
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
白
川
静
『
詩
経
研
究
』
通
論
選
奨
一
章
。

⑰
『
国
語
』
周
語
（
上
）
「
意
趣
島
隠
南
国
之
師
、
乃
料
民
於
太
原
。
仲
山
甫
辣

　
艮
、
　
『
昆
不
可
料
也
。
夫
古
者
不
料
強
膜
知
其
少
多
。
…
…
王
治
農
於
籍
、
蒐
予

　
農
隙
、
麓
穫
亦
無
籍
、
猟
於
既
黙
、
狩
於
畢
時
、
是
皆
習
単
数
者
也
。
又
何
料

　
焉
。
…
…
治
民
悪
事
、
華
墨
裾
野
』
」
。

⑱
貝
塚
茂
樹
『
中
國
の
古
代
国
家
』
第
一
部
第
一
章
。

⑲
田
岸
「
曲
阜
魯
城
勘
探
」
（
『
文
物
』
一
九
八
二
年
第
十
二
期
）
。

⑭
　
河
南
省
業
師
県
二
里
頭
村
で
塾
代
早
期
の
宮
殿
肚
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

　
遺
跡
が
毫
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
増
淵
龍
夫
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
　
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
第

　
四
巻
濫
掘
）
。

⑫
　
こ
の
中
に
は
当
然
「
毅
民
六
族
」
も
含
め
ら
れ
よ
う
。
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二
　
公
田
の
経
営

〆

　
し
か
も
、
魯
の
籍
田
儀
礼
に
は
、
　
「
国
」
の
構
成
員
た
る
国
人
層
が
参
加
し
た
ほ
か
、
他
の
階
層
の
者
も
奉
仕
し
て
お
り
、
儀
礼
的
な
初
耕

式
の
後
、
実
際
に
籍
田
を
耕
や
し
、
秋
の
収
穫
に
至
る
ま
で
の
閥
、
農
作
の
こ
と
に
従
事
す
る
の
は
、
実
は
こ
の
階
層
の
者
で
あ
っ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
れ
る
。
馬
事
（
上
）
の
記
す
苗
田
儀
礼
に
あ
っ
て
は
、
　
「
庶
民
扁
　
「
庶
人
」
　
「
百
姓
」
の
名
で
見
え
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格

に
つ
い
て
は
、
祭
祀
的
意
味
を
も
つ
籍
田
か
ら
離
れ
て
、
よ
り
経
営
的
性
格
の
濃
い
公
田
、
も
し
く
は
公
田
で
の
賦
役
的
労
働
の
形
式
で
あ
る

助
法
の
問
題
と
か
ら
め
て
、
検
討
を
加
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
魯
の
封
建
の
事
情
を
記
す
『
左
伝
』
定
公
四
年
の
条
に
よ
る
と
、
王
室
よ
り
賜
与
さ
れ
た
「
股
民
六
族
」
な
ど
を
率
い
て
「
少
曝
の
虚
」
に

入
亡
し
た
重
氏
は
、
土
着
の
「
商
・
奄
の
民
」
の
統
治
を
引
き
つ
ぎ
、
　
「
祝
宗
卜
史
」
そ
の
他
と
共
に
「
土
田
心
葉
」
を
分
与
さ
れ
た
と
い
う
。
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、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
「
土
田
陪
敦
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
　
「
土
田
の
細
論
な
る
も
の
」
と
黒
ん
で
肥
沃
な
土
地
と
解
す
る
も
の
と
、
　
「
土
田
と
四
十
」
と
訓

　
　
・
・
・
…
　
　
　
　
　
③

ん
で
田
地
と
耕
作
民
と
捉
え
る
二
つ
の
説
に
分
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
に
立
つ
木
村
正
雄
氏
は
こ
れ
を
、
そ
の
地
の
原
住
者
た
る
「
商
・
奄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
民
」
の
所
有
地
の
う
ち
特
に
肥
沃
な
部
分
が
徹
取
さ
れ
て
魯
の
公
田
と
な
っ
た
も
の
、
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、
伊
藤
道
治
氏
は
、
「
陪
敦
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
魯
頸
聞
宮
の
「
山
川
土
田
附
庸
」
の
う
ち
の
「
附
庸
偏
に
当
て
て
、
私
属
の
類
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
　
「
田
光
」
が
「
附
庸
」
に
当
る

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
　
「
土
田
」
が
魯
の
公
田
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。
例
え
ば
大
島
玉
山
は
、
　
「
土
田
陪
敦
」
の
語
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
土
田
の
陪
敦
」
と
黒
ん
で
社
田
（
籍
田
）
の
耕
作
老
、
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
公
田
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
西
周
後
期
、
祖
伯
の
た
め
に
謝
邑
を
造
営
し
た
こ
と
を
歌
う
大
雅
嵩
高
に
「
王
、
塗
筆
に
命
じ
て
、
申
伯
の
土
田
を
徹
せ
し
む
」
と
み
え
、

徹
と
は
田
土
を
徹
治
す
る
こ
と
、
　
つ
ま
り
農
耕
地
の
区
画
設
定
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
一
部
が
公
田
と
し
て
公
の
有
に
帰
し
、
原
住
の
「
謝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

人
」
の
賦
役
的
労
働
に
よ
り
営
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
魯
の
入
封
に
際
し
て
も
、
そ
の
地
の
原
住
者
た
る
「
商
・
奄
の
罠
」
の

所
有
地
の
う
ち
か
ら
…
部
分
が
徹
取
さ
れ
て
公
田
と
な
り
、
ま
た
そ
の
民
を
微
発
し
て
公
田
耕
作
に
服
ぜ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の

場
合
、
商
と
奄
の
民
の
間
で
、
籍
田
儀
礼
と
公
田
耕
作
に
つ
い
て
、
そ
れ
へ
の
関
わ
り
方
に
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
の
ご
と
く
、
　
「
少
曝
の
虚
」
に
は
も
と
も
と
先
住
の
氏
族
が
あ
っ
て
毫
社
を
祀
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
「
商
」
の
民
と
考
え
て

よ
い
。
し
か
も
、
楚
公
六
年
、
陽
虎
が
「
国
人
と
毫
社
に
盟
」
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
商
の
民
も
ま
た
「
股
民
六
族
」
と
共
に
国
人
と

し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
周
王
室
か
ら
封
建
さ
れ
た
諸
侯
は
、
新
た
に
征
服
し
た
地
方
の
中
心
的
旧

邑
の
跡
に
城
郭
を
め
ぐ
ら
し
て
新
嘗
を
建
設
し
た
が
、
そ
の
地
の
原
住
者
の
一
部
は
被
征
服
民
で
は
あ
っ
て
も
、
郭
内
に
置
か
れ
て
、
　
「
国
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
構
成
員
た
る
国
人
に
組
み
込
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
魯
の
封
建
の
場
合
に
も
ま
さ
し
く
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
曲
阜
故
城
の
内
に

東
方
系
の
特
徴
を
も
つ
愚
闇
が
あ
り
、
周
社
と
並
ん
で
毫
社
が
営
ま
れ
て
い
た
事
実
は
、
陽
虎
と
毫
祉
で
激
っ
た
国
人
層
の
一
部
に
原
住
の
商

の
民
が
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
れ
に
対
し
、
　
「
奄
」
の
民
は
、
曲
阜
城
内
に
は
置
か
れ
ず
、
国
都
を
去
る
こ
と
余
り
遠
く
な
い
所
に
集
住
し
て
い
た
ら
し
い
。
一
説
に
、
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曲
阜
県
城
の
東
の
奄
里
が
そ
れ
に
当
る
と
い
う
。
国
都
周
辺
の
郊
は
、
梛
で
あ
る
「
野
」
と
対
置
さ
れ
て
「
国
中
」
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
群
小
の
邑
が
散
在
し
て
い
て
、
首
饒
た
る
国
都
に
統
轄
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
魯
の
場
合
、
奄
の
他
に
も
こ
う
し
た
小
邑
の
存
在
が

窺
わ
れ
る
。
前
章
で
ふ
れ
た
『
尚
書
』
費
誓
篇
の
「
魯
人
」
が
三
豊
し
た
邑
も
、
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
魯
と
い
う
国
名
が
、
山
東
省
垂
泣
に
遷
る
よ
り
以
前
、
河
南
省
魯
山
県
に
薄
墨
さ
れ
た
こ
と
か
ら
出
た
と
す
る
と
、
　
「
魯
人
」
と
い
う
の
は

そ
の
地
に
い
た
原
住
民
で
、
周
氏
の
移
封
に
従
っ
て
、
氏
族
ご
と
興
野
に
移
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
魯
城
の
内
に
は
置
か
れ
ず
、
郊
外
に
邑
を
な

し
て
集
住
せ
し
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
差
響
篇
で
、
国
人
層
た
る
「
人
」
と
対
置
さ
れ
た
「
魯
人
」
は
、
　
「
三
郊
三
型
」
に
お
い
て
馬
韓
・

薦
菱
の
調
達
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
費
誓
篇
の
「
人
」
が
軍
役
に
従
う
も
の
と
し
て
「
国
」
の
構
成
員
で
あ
る
の
に
対
し
、
　
「
魯
人
」
の
方
は
そ
れ
に
預
る
こ
と
の
な

い
隷
属
民
で
あ
っ
て
、
か
か
る
「
人
」
と
「
魯
人
」
の
関
係
は
、
そ
の
ま
Σ
前
述
の
「
商
」
と
「
奄
」
の
民
の
間
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

奄
民
は
周
初
の
践
奄
の
役
で
征
さ
れ
た
余
畜
で
、
そ
の
隷
属
度
は
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
　
「
入
」
と
「
商
」
民
が
国
人
層
を
構
成
し

た
の
に
対
し
、
　
「
魯
人
」
と
「
奄
」
民
は
国
都
の
郊
外
に
そ
れ
ぞ
れ
邑
を
な
し
て
聚
居
し
、
国
都
の
支
配
に
服
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
費
誓
篇
に
よ
れ
ば
、
魯
人
に
は
軍
役
の
代
り
に
力
役
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
戦
時
に
際
し
て
の
臨
時
の
課
役
の
ほ
か
、
年
ご
と
の

公
田
で
の
賦
役
労
働
も
そ
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
　
『
国
語
』
魯
語
（
下
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ら

　
　
先
王
の
土
を
制
す
る
や
、
田
を
籍
す
る
に
は
力
を
以
て
し
、
そ
の
欝
欝
を
砥
か
に
す
。

　
　
　
⑫

と
み
え
る
。
こ
の
文
に
関
し
、
加
藤
繁
氏
は
、
そ
の
前
半
は
民
力
を
詣
り
て
公
田
を
耕
さ
し
め
る
こ
と
を
指
す
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
す

る
と
後
半
の
部
分
が
利
い
て
こ
な
い
の
で
、
租
税
は
地
の
遠
き
に
し
た
が
っ
て
重
く
、
力
役
は
地
の
近
き
に
応
じ
て
重
く
、
両
者
を
相
殺
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

不
均
衡
の
な
い
よ
う
に
民
に
負
担
を
課
す
意
味
で
あ
ろ
う
、
と
解
さ
れ
た
。
し
か
し
、
　
「
田
を
籍
す
る
に
は
力
を
以
て
す
」
を
公
田
で
の
力
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

労
働
と
す
る
こ
と
は
疑
え
ず
、
　
「
そ
の
遠
潭
を
砥
か
に
す
」
と
は
、
公
田
労
働
を
担
う
者
が
通
常
居
賞
す
る
諸
邑
か
ら
国
都
の
公
田
ま
で
の
距

　
　
　
　
　
　
⑮

離
を
勘
案
し
つ
つ
、
公
田
で
の
賦
役
働
労
の
日
数
な
ど
を
決
定
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
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上
掲
の
文
に
関
す
る
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
と
、
国
都
の
郊
外
、
つ
ま
り
「
国
中
」
の
籍
囲
内
に
邑
を
な
し
て
集
住
し
て
い
た
魯
人
が
、

国
都
の
公
田
労
働
の
担
い
手
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
ま
た
、
前
掲
「
商
・
奄
の
民
」
の
う
ち
、
郊
外
に
住
し
た
奄
の
民
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
　
「
そ
の
遠
遍
を
砥
か
に
す
」
と
い
う
以
上
、
公
田
労
働
を
行
う
場
所
か
ら
計
っ
て
距
離
の
異
な
る
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

邑
が
存
在
し
た
は
ず
で
、
そ
れ
ら
諸
事
に
幽
居
し
た
の
が
土
着
の
漁
民
で
あ
り
、
新
来
の
魯
人
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
奄
民
や
魯
人
な
ど
、
　
「
国
中
」
に
散
在
す
る
諸
邑
か
ら
公
田
ま
で
の
距
離
を
勘
案
し
て
徴
発
さ
れ
る
民
が
、
実
際
に
公
田
耕

作
に
従
う
と
こ
ろ
の
「
庶
民
」
　
「
庶
人
」
　
「
百
姓
」
の
実
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
商
民
や
「
人
」
な
ど
「
国
」
の
構
成
員
た

る
国
人
層
は
、
単
に
園
田
の
儀
礼
的
側
面
に
の
み
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
魯
の
籍
田
儀
礼
と
公
田
労
働
が
こ
う
し
た
形
態
を

と
る
の
は
、
そ
の
社
会
が
、
封
建
～
入
殖
を
契
機
に
、
支
配
的
氏
族
と
服
属
民
に
よ
り
重
層
的
な
構
造
を
と
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
魯

の
陸
田
儀
礼
は
、
祭
祀
と
軍
事
を
共
同
に
す
る
諸
氏
族
に
よ
る
邑
制
国
家
の
特
質
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た

が
、
視
野
を
広
げ
て
、
公
田
労
働
の
担
い
手
の
側
面
か
ら
把
え
直
し
て
み
る
と
、
公
田
助
法
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
封
建
制
の
内
部
構
造
と
深

く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
奄
民
や
魯
人
な
ど
「
全
中
」
の
諸
縁
か
ら
徴
発
さ
れ
た
民
は
、
周
囲
（
上
）
の
語
る
籍
田
儀
礼
で
は
、
そ
の
終
了
後
、
后

穫
の
官
よ
り
、

　
　
　
　
ご
と
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み

　
　
土
、
備
く
墾
せ
ざ
れ
ば
、
辟
、
司
憲
に
あ
り
。

と
訓
戒
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
『
周
礼
』
天
官
旬
師
に
、

　
　
そ
の
属
を
帥
み
て
王
籍
を
耕
褥
し
、
時
を
以
て
こ
れ
を
入
れ
、
以
て
齋
盛
に
共
す
る
こ
と
を
掌
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
農
官
に
よ
る
指
導
と
監
督
を
受
け
た
ら
し
い
。
先
に
数
度
そ
の
文
を
引
い
た
『
夏
小
正
』
も
ま
た
、
　
「
公
田
に
服
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

と
こ
ろ
の
「
農
」
は
「
率
ひ
て
田
を
均
す
」
と
、
農
官
に
統
率
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
公
照
経
営
の
形
態
は
、

西
周
時
代
す
で
に
「
籍
田
を
官
嗣
」
す
る
宮
と
し
て
「
嗣
土
」
の
職
が
置
か
れ
た
の
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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春秋時代の籍田儀礼と公田助法（谷口）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

　
し
か
し
、
西
周
期
の
王
田
（
公
田
）
経
営
は
、
周
碩
臆
嗜
に
「
揮
い
に
爾
の
私
を
発
し
て
、
こ
の
三
十
里
を
終
え
よ
」
と
歌
わ
れ
る
ご
と
く
、

司
徒
の
監
督
下
、
　
「
爾
」
た
る
諸
氏
族
の
首
長
層
が
そ
の
馬
陸
や
族
人
を
差
発
し
て
課
役
に
従
う
の
が
そ
の
実
体
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か

　
　
　
　
　
　
　
⑲

つ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
半
周
時
代
の
基
本
的
な
生
産
関
係
は
首
長
と
族
員
閾
で
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
生
産
関
係
の
本
質
を
な
し
た
の
は
貢
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み

制
と
賦
役
労
働
の
二
つ
で
あ
っ
た
が
、
首
長
か
ら
公
の
も
と
に
公
田
が
献
納
さ
れ
た
場
合
も
、
そ
の
管
理
の
方
は
依
然
と
し
て
首
長
の
手
に
委

ね
ら
れ
て
い
て
、
実
際
の
耕
作
は
首
長
の
差
発
に
よ
り
、
一
般
氏
族
諸
員
の
賦
役
的
な
共
同
労
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
魯
の
公
田
の
場
合
も
、
土
着
の
聯
奏
や
新
来
の
魯
人
な
ど
を
微
発
し
て
賦
役
労
働
に
役
使
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部
の

氏
族
秩
序
を
維
持
し
た
ま
」
、
首
長
i
族
曝
書
の
生
産
関
係
に
依
存
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
魯
の
入
封
に
伴
い
王
室
よ
り

賜
与
さ
れ
、
国
人
層
の
一
部
を
構
成
し
た
前
掲
の
「
股
民
六
族
」
は
、
そ
の
族
的
組
織
を
破
砕
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
総
体
と
し
て
「
魯
に
職
事

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

せ
し
」
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
部
は
族
長
た
る
「
里
君
」
が
氏
族
諸
員
た
る
「
百
生
」
を
統
率
す
る
と
い
う
形
で
秩
序
が
保
た
れ
て
い
た
。
こ

れ
と
同
様
に
、
国
都
郊
外
の
「
国
中
」
の
範
囲
内
に
そ
れ
ぞ
れ
邑
を
な
し
て
聚
号
し
て
い
た
服
属
の
民
も
、
依
然
と
し
て
氏
族
秩
序
を
解
い
て

お
ら
ず
、
国
都
の
側
が
こ
れ
ら
諸
邑
か
ら
労
働
力
を
徴
発
す
る
場
合
、
氏
族
の
長
の
差
発
駅
を
媒
介
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
公
田
で
役
使
さ
れ
る
労
働
力
の
編
成
が
官
制
組
織
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
　
「
国
中
」
に
散
在
す
る
諸
費
か
ら
公
田
ま
で
の

距
離
を
勘
案
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
徴
用
日
数
が
算
定
さ
れ
る
と
い
う
配
慮
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
上
掲
周
壁
（
上
）
や
天
養
飼
師
、
　
『
夏
小
正
』

か
ら
は
、
公
田
で
の
農
耕
労
働
が
農
事
系
諸
官
の
直
接
指
揮
し
監
督
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
力
編
成
の
面

か
ら
み
て
も
、
ま
た
農
作
過
程
の
指
導
・
監
督
と
い
っ
た
点
か
ら
し
て
も
、
魯
の
「
忙
中
」
の
公
田
経
営
は
、
官
制
組
織
を
主
体
と
し
た
公
け

の
事
業
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
し
て
、
魯
の
「
国
中
」
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
形
の
公
田
経
営
が
西
周
か
ら
春
秋
期
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ち
れ
る
が
、

こ
の
方
式
に
代
っ
て
、
新
た
に
「
畝
に
税
す
」
と
い
う
税
法
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
宣
公
十
五
年
（
前
五
九
四
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
徹
法

を
指
す
と
す
れ
ば
、
最
初
に
施
行
さ
れ
た
区
域
は
、
後
述
の
ご
と
く
「
豊
中
」
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
「
畝
に
税
す
」
と
は
、
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う
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

『
公
羊
伝
』
の
い
う
「
畝
を
覆
み
て
税
す
」
る
こ
と
、
つ
ま
り
畝
数
を
計
っ
て
税
を
課
し
た
こ
と
を
意
昧
す
る
か
ら
、
こ
の
新
税
制
が
民
の
耕

地
の
不
均
等
な
占
有
を
前
提
と
し
、
そ
の
傾
向
を
追
認
し
た
上
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
言
を
撃
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
周
公
の
古
法
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
へ

る
、
戦
役
の
あ
っ
た
年
に
軍
費
と
し
て
「
田
一
井
ご
と
に
帯
革
・
藁
囲
・
缶
米
を
出
さ
」
（
魯
語
下
）
し
め
た
場
合
の
単
位
面
積
当
り
の
微
賦
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
異
っ
て
、
井
字
形
に
徹
治
さ
れ
た
均
　
な
土
地
占
麿
が
す
で
に
崩
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
国
中
」
の
諸
饅
に
聚

居
す
る
民
の
伝
統
的
な
氏
族
秩
序
は
、
こ
う
し
た
不
均
等
な
土
地
占
有
の
進
行
に
つ
れ
て
徐
々
に
崩
壊
に
向
つ
た
と
み
る
べ
く
、
首
長
の
族
員

に
対
す
る
風
発
権
に
依
存
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
公
田
で
の
賦
役
労
働
、
い
わ
ゆ
る
助
法
も
次
第
に
そ
の
施
行
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
と
考

　
　
　
⑳

え
ら
れ
る
。

　
一
、
方
、
以
上
の
よ
う
な
「
国
論
」
に
対
し
、
鄙
で
あ
る
「
野
」
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
と
状
況
が
異
る
よ
う
で
あ
る
。
　
『
孟
子
』
情
文
公
（
上
）

に
、

　
　
請
ふ
、
野
は
九
一
に
し
て
助
し
、
国
中
は
什
一
〔
に
し
て
徹
し
〕
自
ら
賦
せ
し
め
よ
。

と
あ
り
、
　
「
野
」
と
「
桑
中
」
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
助
法
と
徹
法
を
行
う
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
引
用
の
原
文
「
国
忌
什
＝
の
下
に

「
乗
馬
」
を
補
っ
て
解
さ
れ
た
の
は
宮
崎
市
定
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
氏
は
、
孟
子
と
い
え
ど
も
人
口
稠
密
な
「
園
中
」
に
ま
で
助

法
を
行
え
と
い
う
ほ
ど
迂
闊
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
徹
法
を
行
う
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
論
ぜ
ら
れ
、
更
に
『
左
伝
』
豊
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

十
五
年
の
「
初
め
て
畝
に
税
す
」
と
い
う
記
事
こ
そ
、
魯
が
助
法
に
代
っ
て
徹
法
を
採
用
し
た
公
け
の
記
録
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
た
。
い

ま
こ
の
説
に
従
う
と
す
れ
ば
、
魯
が
徹
法
を
実
施
し
た
の
は
「
難
中
」
の
範
囲
で
あ
り
、
逆
に
「
野
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
徹
法
よ
り
も
む
し

ろ
助
法
を
適
正
と
す
る
条
件
が
な
お
存
続
し
て
い
る
、
と
孟
子
に
と
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
徹
法
、
す
な
わ
ち
「
畝
に
税
す
」
が
罠
の
個
別
に
占
有
す
る
田
土
の
生
産
物
に
対
し
課
税
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
助
法
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
公
田
に
お
け
る
集
団
的
な
賦
役
労
働
を
意
味
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
で
は
共
同
体
的
な
生
産
関
係
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
魯

が
「
初
め
て
畝
に
税
」
し
た
四
年
後
の
成
公
元
年
（
前
五
九
〇
）
、
　
「
証
左
を
作
る
」
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ
、
丘
（
邸
）
と
い
う
地
縁
集
落
を
単
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⑳

位
に
武
具
の
製
作
が
課
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
丘
賦
を
廃
し
て
「
田
を
用
て
賦
す
」
と
い
う
賦
課
の
法
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
百
年
以
上
も
後
の

哀
公
十
二
年
（
下
思
八
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
．
「
野
」
に
お
い
て
個
別
的
な
土
地
占
有
を
前
提
と
し
て
賦
・
税
が
徴
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
　
「
国
画
」
よ
り
は
よ
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
て
ば
、
前
掲
『
孟
子
』
縢

文
公
（
上
）
の
「
野
は
九
一
に
し
て
賢
し
、
親
中
は
什
＝
と
い
う
提
言
も
、
　
「
国
中
」
よ
り
は
む
し
ろ
「
野
」
に
お
い
て
助
法
を
適
正
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

社
会
状
況
が
孟
子
の
頃
ま
で
残
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
、
意
外
に
現
実
感
を
増
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
助
法
が
行
わ
れ
る
べ
き
公
田

は
、
　
「
野
」
に
あ
っ
て
は
公
領
の
首
邑
と
貴
族
の
采
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
画
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
合
せ
て
「
国
中
」
の
公

照
と
比
軽
す
る
な
ら
、
前
者
の
方
が
は
る
か
に
大
き
な
割
合
い
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
　
「
野
」
の
鄙
邑
に
あ
っ
て
、
公
田
が
い
か
な
る
形
で
存
在
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
営
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
具
体
的

に
語
る
史
料
は
殆
ど
皆
無
に
近
い
。
増
淵
龍
央
氏
は
、
園
君
が
郡
の
邑
を
支
配
す
る
に
当
っ
て
は
、
　
「
国
訳
」
の
貴
族
に
こ
れ
を
采
邑
と
し
て

与
え
て
管
掌
せ
し
め
た
が
、
そ
の
場
合
、
邑
の
旧
来
の
族
長
の
管
理
す
る
氏
族
共
有
田
は
邑
の
祭
田
た
る
地
位
を
失
っ
て
、
新
た
な
采
邑
主
た

る
公
の
田
と
な
り
、
旧
来
の
祭
田
で
の
共
同
耕
作
は
、
新
し
い
公
の
田
で
の
賦
役
的
労
働
に
そ
の
性
格
を
変
え
、
公
田
か
ら
の
収
穫
物
は
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
、
更
に
は
貴
族
を
通
じ
て
国
君
に
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
論
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
氏
自
身
も
認
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
こ
う

し
た
関
係
の
推
移
を
直
接
一
義
的
に
証
明
す
る
史
料
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
の
な
か
で
、
楊
黒
氏
は
、
次
に
掲
げ
る
『
面
谷
』
司
徒
（
下
）
継
歯
の
条
を
用
い
、
　
「
野
」
の
鄙
畠
に
お
け
る
公
田

で
の
助
法
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
さ
れ
た
。
い
ま
便
宜
的
に
そ
の
史
料
を
区
分
す
る
と
、
里
方
の
職
務
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら

　
　
e
そ
の
邑
の
衆
寡
と
そ
の
六
密
兵
器
を
比
べ
、
そ
の
政
令
を
治
む
。

　
　
⇔
歳
時
を
も
っ
て
、
網
を
鋤
に
合
せ
、
以
て
稼
稿
を
治
め
、
そ
の
耕
霧
に
趨
き
、
そ
の
秩
序
を
行
ふ
。

　
　
⇔
有
司
の
政
令
を
待
ち
て
、
そ
の
財
賦
を
徴
敏
す
。

の
三
つ
に
別
つ
こ
と
が
で
き
る
。
O
が
行
政
・
軍
政
上
の
補
助
で
あ
り
、
⇔
が
徴
税
に
つ
い
て
の
補
助
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
⇔
は
邑
民
の
農
耕
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活
動
に
関
す
る
組
織
と
指
導
と
い
っ
た
側
面
を
も
つ
が
、
楊
寛
氏
が
注
諾
し
た
の
も
実
は
こ
の
部
分
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
み
え
る

「
合
綱
干
鋤
」
の
鋤
は
公
田
を
指
し
、
合
講
と
は
共
同
労
働
を
い
う
か
ら
、
こ
の
一
句
の
意
味
は
公
田
で
行
わ
れ
た
助
法
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ

を
組
織
し
監
督
す
る
の
が
郷
官
た
る
里
宰
の
職
務
で
あ
っ
た
、
と
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
楊
氏
が
論
拠
と
さ
れ
た
「
綱
を
鋤
に
合
せ
」
る
こ
と
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

　
　
鋤
と
は
里
宰
の
治
処
な
り
。
今
の
街
弾
の
室
の
若
し
。
此
に
凡
て
綱
を
合
せ
、
相
ひ
に
佐
助
せ
し
む
。

と
述
べ
る
。
漢
時
の
街
弾
の
室
と
は
、
邑
里
内
の
民
事
を
処
理
す
る
機
関
で
、
後
世
の
申
明
器
に
相
当
す
る
が
、
遡
っ
て
い
え
ば
「
鋤
」
と
は
、

邑
の
中
央
に
置
か
れ
た
校
室
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
起
量
的
に
は
共
同
体
の
集
会
所
に
発
し
、
族
人
の
教
習
の
場
と
も
な
っ
て
、
そ
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

的
・
経
済
的
活
動
の
中
心
を
な
し
た
機
関
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
郵
玄
が
「
里
宰
の
治
処
」
と
断
じ
て
い
る
よ
う
に
、
後
そ
れ
は
専
ら
族
長
が

管
理
し
、
三
里
の
社
会
生
活
の
全
搬
を
総
括
す
る
場
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
上
掲
司
徒
（
下
）
の
文
や
『
比
周
書
』
大
底
解
に
よ
れ
ば
、
綱
耕
の
組
み
合
せ
も
そ
こ
で
定
め
た
と
い
う
。
髭
面
と
は
、
　
『
論
語
』

微
子
篇
に
「
長
島
・
築
溺
、
綱
し
て
耕
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
入
が
紺
を
用
い
て
土
を
起
し
つ
つ
後
に
退
き
、
他
の
一
人
が
そ
れ
と
向
い
合

っ
て
播
種
し
、
直
ち
に
覆
土
・
鎮
圧
を
行
う
と
い
っ
た
農
作
業
で
あ
る
。
い
わ
ば
二
人
一
組
で
網
耕
が
成
り
立
つ
わ
け
で
、
そ
の
編
成
が
里
宰

に
よ
り
そ
の
治
処
た
る
勧
で
決
め
ら
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
綱
耕
に
つ
い
て
は
、
　
『
呂
氏
春
秋
』
季
冬
紀
に
、
　
「
司
農
に
命
じ
て
、
唇
面
の
事
を
計
り
、
凶
漁
を
修
め
、
田
富
を
具
へ
し
む
」
と
み
え
、

十
二
月
、
次
年
に
備
え
て
農
具
の
準
備
を
す
る
の
と
同
時
に
、
二
人
一
組
の
編
成
が
な
さ
れ
、
そ
の
決
定
は
司
農
の
官
に
よ
っ
た
、
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
官
僚
組
織
に
基
づ
く
農
事
の
監
督
・
指
導
は
、
　
『
孔
子
』
正
鰯
篇
の
「
治
田
」
や
『
雲
心
嚢
簡
』
に
み
え
る
「
田
薔
央
」
の

職
務
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
雨
空
以
下
、
上
掲
の
文
に
い
う
農
作
業
を
指
導
す
る
の
は
在
地
の
里
宰
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
く
、
こ
の
里
宰
が

国
都
か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
な
ど
で
な
い
こ
と
は
、
上
掲
⇔
の
文
に
よ
っ
て
自
つ
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
「
政
令
」
を
里
宰
に
伝
え
る
「
有
司
」
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の
存
在
が
、
里
宰
を
中
央
か
ら
の
官
吏
と
す
る
見
方
を
否
定
的
に
す
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
ご
と
く
楊
氏
も
ま
た
郷
官
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

更
に
い
え
ば
、
e
口
⇔
の
職
務
の
遂
行
が
里
腹
に
お
い
て
可
能
だ
っ
た
の
は
、
在
地
首
長
た
る
里
宰
が
邑
里
内
に
お
い
て
保
持
し
て
い
た
伝
統

的
な
権
能
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
e
は
邑
の
人
口
調
査
と
、
邑
が
保
有
す
る
家
畜
・
兵
器
の
種
類
と
数
量
を
調
べ
る
こ
と
を
い
う
が
、
そ
の
場
合
、
邑
里
の
戸
口
数

は
戸
籍
薄
と
し
て
里
中
の
社
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、
魯
の
定
公
十
年
（
前
言
〇
〇
）
、
叔
孫
氏
の
郁
邑
で
土
豪
の
侯
犯
が
叛
し
斉
に
奔
っ
た
時
、
侯

犯
が
斉
側
に
郁
の
名
籍
を
差
出
し
て
い
る
例
か
ら
す
る
と
、
戸
口
数
は
在
地
の
首
長
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
在
地
の
有
力
者
を
介
し
て
、
邑
を
単
位
に
武
具
の
製
作
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
　
『
韓
非
子
』
外
儲
説
（
右
下
）
の
挿
話
な
ど
か
ら

　
　
　
⑳

窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
⇔
に
み
え
る
「
そ
の
財
賦
を
微
饗
す
」
る
と
い
う
の
も
、
戦
国
の
魏
の
鄭
邑
の
場
合
に
、
廷
橡
や
三
老
と
い
っ
た
有
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
治
水
慣
行
に
因
ん
で
「
歳
ご
と
に
百
姓
に
賦
敏
」
し
て
い
た
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
在
地
首
長
た
る
里
謡
が
邑
民
に
対
し
て
保
持
し
て

い
た
伝
統
的
な
権
限
を
利
用
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
鄙
邑
に
公
田
が
画
定
さ
れ
る
と
い
う
形
で
国
君
の
支
配
に
服
す
公
領
の
場
合
、
そ
の
儘
に
課
さ

れ
た
公
田
の
耕
作
も
、
当
然
、
在
地
首
長
の
邑
民
に
対
す
る
力
役
の
賦
課
権
に
基
づ
き
、
里
宰
な
ど
の
領
導
下
、
豊
里
の
民
の
賦
役
的
労
働
と

し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
司
徒
（
下
）
の
文
か
ら
は
、
公
田
自
体
の
存
在
を

窺
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
前
引
の
よ
う
に
管
径
が
点
描
の
治
処
と
注
し
た
「
鋤
」
に
つ
い
て
、
　
『
説
文
』
四
（
下
）
に
「
鋤
と
は
籍

税
な
り
」
と
み
え
る
の
で
、
上
掲
里
宰
の
職
務
の
中
に
は
、
あ
る
い
は
助
法
（
薙
）
を
行
う
に
際
し
て
の
労
働
の
組
織
と
公
田
耕
作
の
指
導
、
公

田
か
ら
の
収
穫
物
の
治
処
で
の
保
管
、
等
々
が
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
在
地
首
長
の
伝
統
的
支
配
に
依
存
し

な
が
ら
、
　
『
諸
礼
』
地
官
の
旅
師
な
ど
が
鄙
邑
の
治
処
を
巡
っ
て
き
て
、
　
「
野
の
鋤
粟
を
黒
む
る
こ
と
を
掌
ど
」
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
意
味
で
、
　
「
野
」
の
邸
儘
で
の
公
田
経
営
は
、
前
述
し
た
「
国
中
」
の
そ
れ
が
官
綱
組
織
を
主
体
と
し
て
営
ま
れ
た
の
に
比
べ
、
在
地

の
生
産
関
係
に
よ
り
密
着
し
、
そ
れ
に
全
面
的
に
依
存
す
る
形
で
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
公
領
の
鄙
邑
の
場
合
も
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貴
族
の
采
邑
の
場
合
も
、
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
楊
寛
門
試
論
西
周
春
秋
間
的
郷
遂
制
度
和
社
会
結
構
」
（
前
掲
書
所
収
）
。

②
貝
塚
茂
樹
編
『
春
秋
左
氏
伝
』
（
大
島
利
一
・
内
藤
戊
申
・
研
藤
道
治
・
永
田

　
英
正
訳
）
は
、
　
「
良
き
土
地
」
と
さ
れ
る
。

③
竹
内
照
央
訳
『
春
秋
左
鑑
別
』
は
、
「
特
別
の
田
地
と
耕
作
民
」
と
さ
れ
る
。

④
　
　
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
』
第
二
章
。

⑤
　
「
西
周
『
封
建
髄
野
駈
考
」
　
（
『
中
園
古
代
王
朝
の
形
成
隔
所
収
）
。

⑥
「
土
田
陪
敦
考
」
（
『
東
京
支
那
学
報
』
第
三
号
）
。

⑦
徐
中
沼
「
試
論
周
代
田
制
及
其
社
会
性
質
」
（
『
中
罫
書
隷
制
与
封
建
綱
分
期
間

　
題
論
文
選
集
』
所
収
）
。

⑧
　
増
淵
宇
品
「
春
秋
戦
国
時
代
の
国
会
と
国
家
」
　
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
第

　
四
巻
所
収
）
。

⑨
新
美
寛
「
魯
の
毫
社
に
就
い
て
」
（
『
支
那
学
』
第
四
巻
一
号
）
。

⑩
宮
崎
市
定
「
東
洋
的
古
代
」
（
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
巻
所
収
）
。

＠
　
傅
斯
年
「
大
東
小
菓
説
」
　
（
『
中
国
上
古
史
論
文
選
輯
』
第
一
冊
所
収
）
。

⑫
　
　
「
先
王
制
土
、
藷
田
以
力
、
而
砥
二
士
週
、
賦
里
以
入
、
里
諺
其
有
無
、
任
力

　
以
夫
、
翁
島
其
老
幼
。
於
是
乎
有
鱗
寡
孤
疾
、
有
軍
旅
之
出
則
微
之
、
無
則
已
。

　
其
歳
収
、
田
｝
井
出
語
感
・
業
鋳
二
軍
米
、
不
日
過
也
。
先
王
挙
足
」
。
　
こ
の
文

　
は
、
魯
の
哀
公
十
一
年
（
前
罪
八
四
）
、
「
田
を
以
て
賦
せ
ん
」
と
し
た
執
政
の

　
季
康
子
が
、
宰
と
し
て
召
し
か
か
え
て
い
た
魚
蝋
を
通
じ
、
そ
の
師
の
孔
子
に
こ

　
の
政
策
の
可
否
を
問
わ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
孔
子
の
答
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

　
で
、
　
『
左
伝
』
同
年
の
条
の
記
述
が
著
る
し
く
道
徳
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
上
掲

■
の
文
は
具
体
性
に
黒
み
、
　
「
周
公
の
籍
」
と
し
て
誓
え
ら
れ
る
魯
国
の
伝
統
的
な

　
賦
税
の
法
に
基
づ
い
て
、
季
康
子
の
政
策
へ
の
批
判
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
実
際

　
に
孔
子
が
か
か
る
言
葉
を
再
有
に
も
ら
し
た
か
否
か
は
溺
と
し
て
、
そ
の
内
容
は

　
拠
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
『
支
那
古
田
制
の
研
究
』
（
前
掲
）
第
二
章
。

⑭
越
智
重
明
「
籍
と
賦
」
（
『
史
淵
』
第
＝
三
豊
）
。

⑬
『
左
伝
』
哀
公
十
一
年
の
条
は
、
季
康
子
の
改
革
に
つ
き
、
道
徳
主
義
的
な
対

　
策
を
述
べ
た
後
、
　
「
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
丘
を
以
て
す
る
も
亦
足
れ
り
」

　
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
「
国
中
」
に
限
ら
れ
て
い
た
田
賦
の
法
を
新
た

　
に
、
成
公
元
年
（
前
五
九
〇
）
以
降
「
丘
甲
」
の
行
わ
れ
て
い
た
「
野
」
の
地
域

　
に
ま
で
拡
大
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
改
革
の
眼
国
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た

　
が
っ
て
、
そ
の
反
証
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
「
籍
」
、
　
つ
ま
り
助
法
が
行
わ
れ
て
い

　
た
「
田
」
と
は
、
賦
課
の
場
合
の
「
田
」
と
同
じ
く
、
　
「
罵
中
」
に
あ
っ
た
と
考

　
え
て
よ
い
。
商
港
に
対
す
る
整
理
も
、
国
都
の
内
の
「
里
に
賦
す
る
」
も
の
で
あ

　
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑬
そ
の
他
の
服
属
艮
の
存
在
も
想
定
さ
れ
る
。

⑰
『
周
礼
瞼
天
官
の
旬
師
は
、
『
左
伝
』
成
公
十
年
「
晋
侯
欲
麦
、
使
旬
人
倫
麦
」

　
の
眠
人
に
梱
当
し
よ
う
。

⑯
裁
毅
「
置
型
、
載
、
令
女
乍
埋
土
、
官
嗣
籍
田
」
。

⑲
拙
稿
「
幽
風
七
月
の
社
会
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
七
巻
四
号
）
、
「
同
風
七

　
月
篇
の
生
活
誌
」
　
（
『
三
田
村
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
収
）
。

⑳
　
『
左
伝
』
定
昇
四
年
「
分
魯
公
以
大
路
魚
族
・
夏
后
氏
之
瑛
・
封
父
之
繁
弱
、

　
股
民
六
族
条
氏
・
徐
氏
・
蒲
氏
・
索
氏
・
少
少
氏
・
尾
勺
氏
。
使
聖
業
宗
氏
、
輯

　
其
分
族
、
将
其
類
醜
。
以
法
則
周
公
、
用
下
命
干
周
。
是
以
使
瓢
箪
錘
子
魯
、
以

　
昭
周
公
之
閣
徳
」
。

⑳
　
増
淵
耀
夫
「
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
県
」
　
（
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
所

　
収
）
は
、
成
周
に
遷
さ
れ
た
庶
股
は
氏
族
組
織
を
破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の

　
内
部
構
成
は
基
本
的
に
里
並
と
冨
生
よ
り
成
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
る
。
同
様
な
こ

　
と
は
、
魯
に
お
け
る
「
股
民
六
族
」
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
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春秋時代の籍田儀礼と公田助法（谷口）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

⑳
　
畝
と
は
面
積
の
単
位
で
は
な
く
、
羅
臼
と
し
て
の
う
ね
の
意
味
で
あ
る
。
も
ち

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
う
ん
畝
と
う
ね
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
て
、
当
初
う
ね
の
大
き
さ
は
必
ず
し
も

　
均
し
く
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
幡
と
長
さ
に
｝
定
の
標
準
が
生
じ
て
き
た
結
果
、

　
あ
　
　
へ

　
う
ね
の
数
を
計
れ
ば
耕
地
面
積
を
算
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
藤
繁
『
支
那

　
古
田
糊
の
研
究
』
　
（
前
掲
）
第
二
章
、
宮
綺
市
定
「
頃
畝
と
里
と
丈
尺
」
（
『
ア
ジ

　
ァ
史
論
考
』
中
巻
所
収
）
。

⑳
大
雅
公
劉
「
徹
田
為
縫
」
、
大
雅
巌
高
「
王
命
召
伯
、
徹
申
伯
土
田
」
。
徹
と
は

　
土
盛
を
徹
治
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
農
耕
地
の
区
画
設
定
を
意
味
す
る
が
、
甲
骨
文

　
に
お
け
る
田
字
の
諸
形
よ
り
し
て
耕
地
は
方
形
に
区
画
さ
れ
て
お
り
、
数
田
・
数

　
墨
田
な
ど
と
い
う
単
位
で
の
賜
与
の
事
例
を
刻
す
金
文
資
料
か
ら
、
西
周
時
代
の

　
田
土
に
大
体
標
準
的
な
面
積
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
孝
王
期
の
普
鼎
に
よ

　
る
と
、
五
田
に
対
し
て
衆
一
夫
と
臣
四
夫
、
田
七
隈
に
人
五
夫
を
充
て
て
お
り
、

　
こ
れ
が
そ
の
耕
作
に
必
要
な
人
員
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
概
ね
一
人
一

　
田
と
い
う
の
が
そ
の
可
耕
面
積
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
　
田

　
が
要
語
（
下
）
の
「
田
　
井
」
に
相
当
し
、
　
「
軍
旅
の
出
」
あ
る
と
き
、
こ
れ
を

　
単
位
に
賦
課
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
増
淵
龍
夫
「
春
秋
時
代
の
貴
族
と
農
屍
」
（
『
一
橋
論
叢
』
第
七
二
巻
｝
号
）
は
、

　
土
木
工
事
そ
の
他
の
癌
役
の
負
担
が
厳
し
く
な
っ
た
た
め
、
民
は
公
事
耕
作
の
た

　
め
の
労
力
提
供
を
怠
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

⑮
　
　
「
古
代
中
国
賦
税
制
度
」
　
（
前
掲
）
。

⑯
　
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
県
」
　
（
前
掲
）
は
、
宣
公
十
五
年
越
至
っ

　
て
「
初
め
て
畝
に
税
す
」
と
い
う
よ
う
な
徴
税
方
法
が
と
ら
れ
た
の
は
、
属
邑
の

　
原
住
残
族
の
族
組
織
が
な
お
完
全
に
は
分
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
慧
味
す

　
る
、
と
さ
れ
る
。

⑳
　
佐
藤
武
敏
「
春
秋
時
代
魯
國
の
賦
税
制
改
革
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
中
国
古
代

　
の
社
会
と
文
化
』
所
収
）
。

⑳
　
　
『
左
伝
』
成
公
三
年
の
条
に
、
　
「
秋
、
叔
下
輩
如
囲
棘
。
導
波
陽
之
田
、
棘
不

　
服
。
故
囲
之
」
と
あ
り
、
斉
か
ら
魯
に
返
還
さ
れ
た
波
陽
の
圏
の
う
ち
、
棘
邑
が

　
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
の
は
、
『
会
期
幽
に
よ
れ
ば
魯
が
「
畝
に
税
す
」
と
い
う

　
苛
政
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
、
増
淵
龍
夫
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と

　
國
家
」
　
（
前
掲
）
も
そ
れ
に
拠
る
。
つ
ま
り
宣
公
十
五
年
（
前
郷
九
四
）
よ
り
穴

　
年
後
の
成
苗
三
年
（
前
出
八
八
）
、
真
水
北
岸
の
田
で
は
新
税
制
が
施
行
さ
れ
て

　
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
棘
邑
の
叛
乱
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ

　
る
。

⑳
　
因
み
に
、
太
田
幸
田
刀
「
商
一
鞍
変
法
【
の
再
検
一
心
・
補
正
」
（
『
歴
史
学
研
究
臨
第
四

　
八
三
号
）
は
、
　
『
商
書
書
』
境
内
篇
に
み
え
る
「
税
邑
」
の
語
に
基
き
、
租
の
徴

　
収
は
各
戸
や
三
族
制
家
族
を
対
象
と
せ
ず
、
小
延
岡
体
全
体
を
対
象
に
そ
の
頃
数

　
に
応
じ
て
徴
収
し
た
、
と
さ
れ
る
。

⑳
　
「
春
秋
時
代
の
貴
族
と
農
民
」
　
（
前
掲
）
。

⑪
　
「
試
論
中
国
古
代
的
井
田
制
度
和
村
社
組
織
」
　
（
前
掲
書
所
収
）
。

⑫
宇
都
木
章
「
宗
族
制
と
羅
宇
」
　
（
『
古
代
史
講
座
』
第
六
巻
所
収
）
。

⑬
　
墨
字
氏
も
、
「
『
合
綱
干
鋤
』
、
就
是
説
、
集
体
耕
作
於
『
公
田
』
。
這
種
郷
官
監

　
督
和
組
織
農
業
労
動
的
習
慣
到
漢
代
還
流
行
、
叫
倣
『
弾
勧
』
」
、
と
指
摘
ざ
れ
て

　
い
る
。

⑭
　
宇
都
木
章
「
宗
族
鋼
と
琶
側
」
（
前
掲
）
。
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡

　
県
」
　
（
前
掲
）
参
看
。

⑮
　
　
「
興
弾
桐
庸
、
綱
編
倶
紙
」
。

⑳
　
天
野
元
之
助
『
中
綱
社
会
経
済
史
』
股
周
之
都
第
二
章
。

⑳
渡
辺
信
一
郎
「
中
国
古
代
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
」
（
『
歴
史
評
論
』
第

　
三
四
四
号
）
は
、
『
周
礼
』
や
『
逸
周
書
』
に
み
え
る
古
伝
承
か
ら
、
春
秋
期
以

　
前
、
魑
の
組
織
編
成
は
共
同
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

⑳
　
『
左
伝
』
定
公
十
年
。
馬
蝉
侯
犯
は
叔
孫
氏
に
臣
従
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ

　
の
行
動
の
壌
主
性
か
ら
判
断
し
て
、
鄙
邑
に
独
自
の
勢
力
を
も
つ
土
豪
と
考
え
て

　
よ
い
。
小
倉
芳
彦
「
油
糧
と
公
山
不
猛
」
（
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
所
牧
）
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参
看
。

㊥
　
　
「
秦
襲
王
病
、
百
姓
為
之
藤
、
病
理
、
殺
工
専
薦
。
…
…
王
因
下
人
問
之
。
何

　
里
為
之
。
醤
〔
殿
〕
諸
経
正
教
伍
老
、
屯
〔
罰
〕
二
甲
」
。
　
こ
の
話
は
戦
国
期
に

　
入
っ
て
か
ら
の
秦
で
の
こ
と
で
、
里
も
旧
来
の
自
然
村
で
は
な
く
国
家
の
手
で
再

　
編
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
（
増
淵
龍
夫
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国

　
家
」
前
掲
）
、
そ
こ
に
あ
っ
て
武
具
の
製
作
が
里
に
対
し
て
課
さ
れ
る
場
合
、
在

　
地
の
有
力
者
を
媒
介
と
し
て
い
た
事
実
は
甚
だ
示
唆
的
と
い
え
る
。
因
み
に
、
前

　
述
の
ご
と
く
、
魯
で
は
曝
露
元
年
「
丘
甲
を
作
る
」
と
い
う
政
策
を
行
っ
た
が
、

　
新
た
に
甲
（
鎧
）
の
製
作
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
丘
（
丘
阜
）
と
い
う
旧
来

　
の
地
縁
集
落
で
あ
っ
た
。

⑩
　
『
史
記
』
滑
稽
列
伝
楮
先
生
補
。
廷
嶽
と
は
地
方
官
吏
に
登
用
さ
れ
た
在
地
の

　
有
力
者
と
み
て
よ
い
。
増
淵
寵
夫
「
総
代
に
お
け
る
巫
と
侠
」
　
（
前
掲
書
所
収
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
春
秋
時
代
の
籍
田
儀
礼
に
関
し
て
は
、
従
来
殆
ど
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
周
の
宣
王
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
以
後
、
漢

の
上
帝
二
年
（
前
一
七
八
）
に
復
活
さ
れ
る
ま
で
、
五
霞
の
文
献
に
時
お
り
散
見
す
る
程
度
で
、
儀
礼
的
に
空
白
と
み
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。　

小
論
で
は
、
西
面
時
代
の
籍
田
儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
た
前
歯
を
承
け
て
、
西
周
・
春
秋
期
の
魯
で
挙
行
さ
れ
て
い
た
こ
の
儀
礼
の
実
体
を
、

『
国
語
』
や
『
左
伝
』
、
　
『
夏
小
正
』
、
　
『
周
礼
』
な
ど
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
出
来
る
限
り
復
元
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
資
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
極
め
て
漠
然
と
そ
の
輪
郭
を
描
き
え
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
穀
雨
信
仰
に
基
づ
い
た
種
実
の
聖
別
、
土

地
神
へ
の
祈
願
、
農
具
の
修
祓
、
東
風
の
信
仰
な
ど
を
構
成
要
素
と
し
、
楽
歌
と
し
て
幽
詩
が
奏
さ
れ
た
ら
し
．
く
、
儀
礼
に
は
大
夫
に
率
い
ら

れ
た
士
が
参
加
し
、
ま
た
姫
姓
以
外
の
諸
氏
族
も
国
人
た
る
資
格
を
も
っ
て
加
わ
り
、
か
つ
氏
族
の
婦
人
も
そ
れ
に
奉
仕
す
る
と
い
っ
た
、
邑

制
国
家
の
氏
族
的
伝
統
の
中
で
行
わ
れ
た
宮
廷
農
耕
祭
祀
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
魯
の
籍
田
儀
礼
に
は
、
　
「
国
」
の
構
成
員
た
る
国
人
層
の
ほ
か
、
各
種
の
服
属
民
も
奉
仕
し
て
お
り
、
実
際
に
籍
田
（
公
田
）
を
耕

や
し
、
秋
の
収
穫
に
至
る
ま
で
農
作
に
従
事
し
た
の
は
、
こ
の
階
層
の
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
　
『
尚
書
』
費
誓
篇
で
国

人
た
る
「
人
」
と
対
置
さ
れ
た
「
魯
人
」
で
あ
り
、
魯
の
入
墨
に
際
し
て
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
土
着
の
「
奄
」
民
で
あ
り
、
『
夏
小
正
』
で
「
公



春秋晴代の籍照儀礼と公田助法（谷口）

田
に
服
す
」
と
さ
れ
た
「
農
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
氏
族
ご
と
「
国
中
」
の
範
囲
内
に
そ
れ
ぞ
れ
邑
を
な
し
て
集
住
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら

公
田
ま
で
の
距
離
を
勘
案
し
て
力
役
に
徴
発
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
国
語
』
歌
語
（
下
）
の
「
田
を
籍
す
る
に
は
力
を
以
て
し
、
そ
の
遠
遍

を
砥
か
に
す
」
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
魯
の
藍
田
の
経
営
的
側
面
、
い
わ
ゆ
る
公
田
助
法
は
、
上
記
の
服
属
民
の
貢
納
労
働
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
賦
役
的
労
働
は
、
服
属
民
内
部
の
旧
来
の
生
産
関
係
、
具
体
的
に
は
「
里
君
」
の
「
百
生
」
に
対
す
る
差
発
議
に
依
存
し
つ
つ
、
各
邑
か

ら
徴
発
し
た
労
働
力
を
農
事
系
諸
官
の
も
と
で
編
成
し
な
お
し
、
そ
の
指
揮
と
監
督
を
通
じ
て
公
田
経
営
に
投
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
　
「
国
中
」
の
公
田
経
営
は
、
官
制
組
織
を
主
体
と
し
た
経
営
的
性
格
の
よ
り
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
　
「
野
」
に
散
在
す
る
鄙
邑
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
成
立
し
て
い
た
首
長
と
邑
民
の
問
の
生
産
関
係
に
全
面
的
に
依
存
し
、

そ
れ
に
密
着
す
る
形
で
、
公
蘭
助
法
は
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
在
地
客
引
に
お
け
る
生
産
関
係
は
、
す
で
に
西
霞
時
代
、
首
長
と
氏
族
諸
員
の
間
で
成
立
し
て
い
た
が
、
そ
の
関
係
は
春
秋
か
ら
戦
国
初
期

に
か
け
て
も
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
。
『
墨
子
』
貴
義
篇
の
「
農
夫
」
は
そ
の
「
税
を
大
人
に
入
れ
」
、
西
門
豹
の
治
水
説
話
で
在
地
の
有

力
者
層
が
「
百
姓
に
容
色
」
し
て
い
た
事
実
は
、
両
者
の
聞
に
基
本
的
な
生
産
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
『
虚
礼
』
司
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
下
）
の
里
宰
の
条
か
ら
は
、
在
地
首
長
が
果
し
て
い
た
各
種
の
社
会
的
機
能
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
在
地
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
生
産
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
土
台
と
し
て
、
公
田
助
法
と
い
う
剰
余
労
働
の
収
取
形
態
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
野
は
九
一
に
し
て

貢
せ
し
め
よ
」
と
い
う
孟
子
の
提
言
が
現
実
性
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
野
」
に
お
い
て
上
記
の
よ
う
な
旧
い
生
産
関
係
が
な
お

残
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
　
「
国
譲
」
に
あ
っ
て
は
こ
れ
と
異
っ
て
、
春
秋
中
期
頃
よ
り
、
西
盛
以
来
の
旧
い
生
産
関
係
は
個
別
的
農
業
経
営
の
進
展
に
伴
っ

　
　
　
　
③

て
崩
れ
始
め
、
そ
れ
に
依
存
す
る
形
で
営
ま
れ
て
い
た
公
田
助
法
も
次
第
に
行
わ
れ
難
く
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
代
り
、
個
捌

的
土
地
保
有
の
方
向
を
追
認
し
た
上
で
施
行
さ
れ
た
の
が
宣
公
十
五
年
の
「
初
め
て
畝
に
税
す
」
と
い
う
新
税
制
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
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関
し
て
は
、
上
記
し
た
国
人
層
内
部
で
の
新
た
な
変
動
を
も
視
野
に
入
れ
、
稿
を
改
め
て
論
ぜ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

①
い
わ
ゆ
る
在
地
首
長
制
理
論
の
中
國
古
代
史
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
多
田
網

　
介
「
中
国
古
代
史
研
究
覚
書
」
　
（
『
史
興
臨
第
十
二
号
）
、
好
並
隆
司
「
中
国
古
代

　
の
家
父
長
的
家
内
奴
隷
制
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
藩
閥
穴
二
号
）
参
照
。

②
揚
寛
『
戦
國
史
』
（
薪
版
）
第
四
章
。

③
拙
稿
「
小
鈴
甫
田
と
斉
風
甫
田
」
（
『
学
林
』
第
三
号
）
。

　
　
　
　
　
　
　
（
立
命
館
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
　
洲
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The“List　of　Ise－daizingtt－ry6”伊勢太神宮領注文of

1192and“Sinpδsyδ’”＄申鳳妙：abasic　polnt　of　view

　　　　　　　　　　for　the　study　of　Zingu－ry6字申宮領

by

Noriaki　lnamoto

　　lt　is　well　known　that　the　“List　of　lsezinga－ry6”　whlch　was’haAded

over　to　the　Dazy6kqn　ip’　1192，．and　“Sin？6sy61’　are　qocugients　gf　mqjpv，

importance　for　the　study　of　Zingil－ryO，　but’　the　author　feels　tkat　theY

have　been　used　without　suMcient　’exapa．　ination　aboqt　the．ir　character．

This　stuby　is　such　an　examination，　Which　h’as　rnade　elear　that”the

】ist　of　Zing衰一ryδIacks　references　to　the　fiefs　of　Singun　神君β　in　the

Ise　country伊≡勢子，　td　those　outs圭de　the　Ise　country　and　to　those　of

llo－Singun．

　　Moreover，　the“Si叩6sy6”c◎nsists　of　documents　of　the　Zy6k頭承久

Period　（which　were　written　to　establish　a　system　of　cu1t　and　differs

in　character　frorn　the　“List　of　Zingit－ry6”），　and　of　the　．other　doctt－

ments　written　for　the　imposition　of　Nissyokumai日食米at　the　time　of

Sengu遷宮，　But　the　author　has　discovered　that　the　documents　of　the

Zy6kyiX　Period，　which　supposedly　show　the　comp正ete　dominioR　of　ZingU，

．contain　mere　ment圭on　of　Naig丘一ry6内宮領，　and　nothing　on　Tyokkatu－

ry6．直轄領

　　It　is　suggested　that　taking　into　copsideration　these　new　facts　is．neT

cessary　for　the　study　of　Zingit－ry6．

The　Rite　of　Jitian　i藷田and　the　tributary　labour　on　the

Gongtian公田in　the　Spring　and　Autumn春秋period

by

Yoshisuke　Taniguchi

As　regards　the　Rite　of　Jitian　in　the．Spring　and・Autumn　period，　there

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（166）



have　been　few　studies．　Concerning　the　economic　angle　of　the　Jitian，

i・e・，so－cailed　the　Gongtian　Zhufa公罵助法，　each　concrete　problem　was

not　fully　expiained　too．

　　Continuing　on　my　previQus　study　of　the　Rite　of　Jitlan　in　the　Western

Zhou　M　period，　in　this　article，　1　firstly．　intend　to　clari’fy　the　character

of　the　Rite　of　Jitian　in　Lu魯in　the　Spring　and　Autumn　period　by　way

of　example，　and　secondly　to　examine　the　realities　of　the　Gongtian　Zh－

ufa　in　the　concrete．

　　The　Gongtian　Zhufa　is　the　tributary　labour　on　the　Gongtian　by　lea一

．qer｛　and　members　of，．ciampiph　．compa，　up，，it，y，　and　it　depen．ds　mp，on　the　pro－

q．．uction　re4atig．　nship　．betvCee，．．＃．these．　tW．6”classee．．・Bg．t／th．ere　are，　the　dif一

⇔τ・ncer．．・ゆ9ユ・細・gb・rb・⑫・母ρ・d．　t摯・p・Q・iゆ1．．“i・t・聯．・・it・

＄．t’age．of　tril．“．　tary　’systerti，　especi411Y　in．．the　ILatter　lcase　rern．　ained．thb

’ptevious　society　．consi“”｝te．　d　．oE，village．ppteintaees　anCl　peasants．

The　Movements　against　Raising　the　Railroad　Fare　of　TokYo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・in　’　1906，

by

Mitsumasa　Katsuragawa

　　ThiS　paper　elucidated　characters　of　’the　movements　against　raising

the　fare　ln　1906　as　a　whole．　The　movement．　in　March　mainly　aimed

t・S’煤Ep　rai・ihg　th6　f・reL　B・t　f・・m　A・騨t・S・p七・mb・・，　it．・ather

attached　importance　to　stirring　things　up． 狽U．．the　SaioRzi西園寺　Cabinet

and　SeiyUkai政友会Party，　through　the　attack　to　the　Home　Minister

Hara　Takashi原敬，　than　to　stop　rai＄ing　fare　itself．　W圭th　regard　to

the　bddies　Playing　an　impbrtant　part　in　the　movements，　in　spring，　it

was　organized，　by　rnembers　of　the　municipal　and　ward　’assemblies，

including　members　of　the　SeiyUkai　Party　besides　the　Socialist　Party

社会党．But呈n　summer，　it　was　organized，　by　political　groups　urging

anti－Clanship　Hanbatsu藩閥，　anti－existing　poiitical　parties　and　the

innovation　of　the　political　vaorld．　For　this　reasen　Hara　strongly　suppres一・

sed　this　movement　so　as　not　to　spread　the　ant2－Seiyukaiand　anti－Go－

vernment　movement　over　the　area　aroimd　Tol〈oyo．　The　Socialist　Party，
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