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一

は
じ
め
に

中
国
の
西
南
部
に
位
置
す
る
貴
州
省
は
苗
（
ミ
ャ
オ
）
族
や
侗
（
ト
ン
）
族
な
ど
少
数
民
族
の
集
住
地
域
と
し
て
知
ら
れ
る
。
山

岳
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
聳
え
、
交
通
の
便
は
悪
く
、
経
済
的
に
は
豊
か
と
は
言
え
な
い
が
、
自
然
に
は
恵
ま
れ
て
い
る
。
一
九
四

九
年
の
解
放
に
よ
る
社
会
主
義
化
、
一
九
六
六
年
か
ら
一
〇
年
続
い
た
文
化
大
革
命
、
一
九
七
八
年
に
始
ま
っ
た
改
革
開
放
政
策
、

そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
の
経
済
自
由
化
な
ど
中
国
は
大
き
く
変
動
し
た
。
貴
州
省
は
農
業
経
済
が
主
た
る
生
業
で
あ
る
が
、
経
済
格

差
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
積
極
的
に
観
光
業
を
推
進
し
て
き
た
。
黔
東
南
苗
族
侗
族
自
治
州
で
は
、
一
九
八
六
年
以
来
、
国
内
外
の

観
光
客
に
対
し
て
、
特
定
の
村
落
で
は
華
麗
な
民
族
衣
装
を
着
た
女
性
た
ち
に
よ
る
接
待
、
食
事
や
歌
や
踊
り
の
披
露
が
行
わ
れ
、

民
宿
業
を
営
む
な
ど
様
々
な
形
で
現
金
収
入
を
得
る

民
族
観
光

が
大
規
模
に
展
開
し
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
は
北
京
や
深

圳
な
ど
に
で
き
た
民
族
村
や
各
地
の
ホ
テ
ル
で
の
舞
踊
公
演
、
民
族
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
接
待
な
ど

観
光
出
稼
ぎ

も
盛
ん
に
な
っ

た
。
現
在
で
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
提
案
に
よ
り
村
全
体
を

生
態
博
物
館

（eco‐
m
u
se

u
m

）
と
し
て
保
護
し
た
り
、
世
界
遺
産
（
文

化
遺
産
・
自
然
遺
産
）
に
登
録
し
、
祭
祀
芸
能
や
口
頭
伝
承
を
非
物
質
文
化
遺
産
と
し
て
申
請
す
る
な
ど
、
国
際
的
な
文
化
政
策
の

影
響
も
大
き
く
及
び
、
こ
れ
に
伴
う
道
路
や
宿
泊
施
設
の
整
備
、
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
を
通
じ
て
政
府
主
導
の
巨
大
な

観
光
開
発
が
進
ん
で
い
る
。

本
稿
は
最
近
盛
ん
に
な
っ
た
観
光
開
発
に
つ
い
て
の
現
状
の
報
告
や
分
析
で
は
な
く
、
観
光
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
人
々
が
歳
月
を

積
み
重
ね
て
形
成
し
て
き
た
伝
統
文
化
の
深
み
を
考
察
し
、
そ
こ
に
観
光
現
象
が
覆
い
か
ぶ
さ
る
こ
と
で
生
じ
た
変
容
の
過
程
で
、

現
地
の
人
々
が
何
を
得
て
何
を
失
お
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。
事
例
は
台
江
県
の
施
洞
と
そ
の
周
辺
に
住
む
苗
族
、
自
称
ム

ウ
（H

m
u
b

）
が
維
持
し
て
き
た
龍
船
節
と
い
う
祭
祀
で
あ
る
。
筆
者
は
一
九
八
三
年
と
一
九
八
五
年
の
二
度
、
施
洞
を
訪
れ
て
お

り
、
龍
船
節
は
一
九
八
五
年
に
見
学
し
た
。
不
十
分
な
が
ら
も
観
光
化
さ
れ
る
前
の
施
洞
で
の
生
活
を
体
験
し
、
そ
の
後
も
貴
州
省
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各
地
の
変
化
を
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
見
続
け
て
き
た
。
現
在
で
は
町
の
隅
々
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
が
及
ん
で
生
活
は
一
変
し
、

か
つ
て
の
文
化
や
社
会
は
陳
腐
化
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
過
去
を
夢
物
語
の
よ
う
に
復
元
の
た
め
に
呼
び

醒
ま
す
の
で
は
な
く
て
、
微
細
な
変
化
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
り
、
歴
史
や
伝
承
の
意
味
を
問
う
こ
と
で
、
現
在
の
苗
族
の
あ
り
方
を

逆
照
射
す
る
試
み
を
行
い
た
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
四
半
世
紀
の
大
き
な
変
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

本
稿
の
考
察
対
象
の
龍
船
節
の
舞
台
で
あ
る
台
江
県
の
施
洞
鎮
は
、
貴
州
省
を
流
れ
る
河
で
は
最
も
水
量
が
豊
か
な
清
水
江

（E
b
H
nia

n
g
b,

O
n
g
b
H
v
a
b

）
の
南
岸
に
位
置
し
、
海
抜
は
五
一
二

m
、
人
口
は
二
九
九
五
人
（
一
九
九
〇
年
）
の
町
で
、
苗
族
は

全
体
の
九
割
を
占
め
、
残
り
は
漢
族
で
町
中
に
住
む
。
台
江
県
で
は
県
城
の
台
拱
鎮
に
次
ぐ
第
二
の
町
で
あ
る
。
龍
船
節
、
苗
語
で

ガ
ニ
ャ
ン
ウ
ォ
ン
（qa

b
nia

n
g
x
v
o
n
g
x.

劃
龍
船
）
と
い
う
祭
祀
は
、
施
洞
を
中
心
に
毎
年
旧
暦
五
月
二
四
日
か
ら
二
七
日
ま
で
、

龍
船
を
川
に
漕
ぎ
出
し
て
行
わ
れ
る
。
施
洞
は
苗
語
で
は
チ
ャ
ン
・
シ
ャ
ン
（Za

n
g
x
X
a
n
g
x.

嘗
郷
）
と
い
い

広
い
場
所

を

意
味
し
、
そ
の
名
の
通
り
周
囲
を
山
が
取
り
囲
ん
だ
小
盆
地
状
を
呈
し
た
平
地
の
河
岸
段
丘
上
に
町
並
み
が
開
け
て
い
る
。
地
域
の

中
心
地
の
鎮
遠
県
の
城
鎮
（

陽
鎮
）
ま
で
は
三
〇
㎞
で
あ
る
（
図
1
）。
鎮
遠
は
貴
州
・
雲
南
と
湖
南
・
湖
北
を
結
ぶ
通
商
の
要
地

で
、
城
鎮
に
は
明
代
の
洪
武
二
一
年
（
一
三
八
八
）
創
建
と
さ
れ
る
道
観
の
青
龍
洞
が
現
存
し
、
漢
族
の
文
化
の
発
信
拠
点
で
も
あ

っ
た
。
清
代
以
降
、
特
に
雍
正
六
年
（
一
七
二
八
）
の
苗
疆
へ
の
政
治
支
配
の
直
接
的
展
開
（
改
土
帰
流
）
で
漢
族
の
影
響
が
強
ま

っ
た
。
特
に
施
洞
は
清
朝
に
対
す
る
多
く
の
反
乱
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
張
秀
眉
の

起
義

が
同
治
一
一
年
（
一

八
七
二
）
に
鎮
圧
さ
れ
て
以
後
、
漢
族
主
体
の
湖
南
省
軍
が
こ
の
地
に
駐
屯
し
て
苗
族
に
対
峙
し
た
の
で
、
漢
族
と
の
交
渉
は
頻
繁

に
な
っ
た
。
元
々
、
施
洞
は
台
江
と
鎮
遠
を
結
ぶ
公
路
上
に
あ
る
交
通
・
軍
事
・
経
済
の
要
衝
で
、
清
代
か
ら

集
市

（tat

x
a
n
g
x,

g
e
nl

）
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
町
の
脇
を
流
れ
る
清
水
江
は
中
流
で
沅
江
と
な
り
、
武
陵
（
現
在
の
常
徳
）
で
洞
庭
湖
に
注

ぎ
長
江
（E

b
C
a
n
gt

Ja
n
g
b.

揚
子
江
）
に
到
る
の
で
、
古
く
か
ら
貴
州
の
山
岳
部
と
湖
南
の
平
野
部
と
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
利

用
さ
れ
、
外
来
と
の
交
流
は
絶
え
間
な
く
続
い
て
き
た
。
苗
族
の
故
郷
は
東
方
（pit

h
n
aib

d
a
x

）
の
ど
こ
か
で
、
大
河
の
畔
や
海
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図1 施洞と鎮遠

貴州省地図冊 （星球地図出版社・2007年）より。
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の
近
く
と
口
頭
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
清
水
江
沿
い
に
先
祖
が
移
動
し
て
き
た
可
能
性
も
あ
る
。
龍
船
節
は
歴

史
的
な
展
開
の
中
で
形
成
さ
れ
て
、
様
々
に
変
容
を
遂
げ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。

施
洞
の
龍
船
祭
は
盛
大
で
、
参
加
者
は
関
連
す
る
村
々
に
止
ま
ら
ず
、
台

江

（Fa
n
g
b
N
ix

）、
施
秉
（Qib

J
u
x

）、

鎮

遠

（H
x
e
nt

N
inl

）、
剣
河
（G

u
d
N
g
ul

）、
三
穂
（Ba

d
Jo

n
g
b

）、
凱
里
（K

a
d
Lin

x

）、
黄
平
（H

xib
Lio

n
g
x

）
な
ど
周
辺
の
各
地

か
ら
集
り
、
総
数
は
三
万
人
位
に
達
す
る
と
い
う
。
龍
船
節
は
苗
族
が
主
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
漢
族
の
文
化
の
影
響
も
見
ら

れ
、
相
互
の
文
化
要
素
が
混
淆
し
、
地
域
に
根
付
い
て
継
続
し
て
き
た
。
ウ
ォ
ン
（vo

n
g
x

）
と
呼
ば
れ
る
龍
は
、
苗
族
の
各
村
で

守
護
神
霊
と
し
て
祀
ら
れ
、
水
の
神
や
山
の
神
で
も
あ
り
、
村
落
が
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
り
す
る
と
、

招
龍

（do
n
g
x
v
o
n
g
x

bil

）
と
称
し
て
山
中
か
ら
龍
を
村
内
に
導
き
入
れ
る
儀
礼
を
行
い
再
生
を
祈
願
し
た
。
龍
に
は
漢
族
の
龍
神
の
信
仰
や
風
水
の
龍

脈
の
思
考
が
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
苗
族
独
自
の
信
仰
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

施
洞
の
年
中
行
事
で
は
、
龍
船
節
と
並
ぶ
大
き
な
祭
り
と
し
て
姉
妹
節
（
ノ
ン
カ
ー
リ
ャ
ン
。no

n
g
x
g
a
d
lia

n
gl.

三
月
一
四
～
一

五
日
）
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
時
に
は
一
万
人
が
集
ま
る
と
い
う
。
龍
船
節
と
姉
妹
節
に
は
各
々
由
来
譚
が
あ
り
、
儀
礼
も
行
わ
れ
る

が
、
相
互
に
対
照
的
な
性
格
を
み
せ
る
。
本
稿
で
は
最
初
に
龍
船
節
の
起
源
伝
承
を
検
討
し
、
祭
祀
の
展
開
過
程
を
考
察
し
て
、
姉

妹
節
と
の
比
較
を
試
み
る
。

二

起
源
伝
承

龍
船
節
の
起
源
を
語
る
由
来
譚
の
う
ち
か
ら
、
幾
つ
か
を
選
ん
で
紹
介
す
る
。
最
初
の
報
告
は
、
一
九
七
九
年
六
月
に
廷
貴
（
李

廷
貴
）
と
酒
素
が
施
洞
の
調
査
を
行
っ
た
際
に
、
地
元
の
呉
海
銀
と
呉
岩
喬
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。
龍
船
を
漕
ぐ
時
の
歌
、

龍

船
歌

（hx
a
k
q
a
b
v
o
n
g
x

）
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
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［
由
来
譚
①
］
（
一
九
七
九
年
）

昔
、
巴
拉
河
（E

b
H
v
a
b.

清
水
江
の
支
流
）
の
上
流
、
榕
山
の
上
手
の
河
岸
上
に
あ
る
シ
ン
シ
ャ
ー
（H

x
e
n
x
H
x
a
b.

醒
侠
）
村
に
、

ポ
ゥ
（Bo

d

ま
た
はB

a
o
d.

保
）、
尊
称
で
ク
ー
ポ
ゥ
（
固
保
）、
つ
ま
り

保
公

と
い
う
名
の
老
人
が
い
て
、
そ
の
子
供
は
チ
ュ
ウ

（Ju
x.

久
）
で
、
チ
ュ
ウ
ポ
ウ
（Ju

x
B
o
d.

久
保
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
あ
る
日
、
チ
ュ
ウ
ポ
ウ
は
村
の
前
の
ガ
ナ
ン
ウ
ィ
（G

h
a
b

N
a
n
gl

V
it.

革
郎
壚
）
の
龍
潭
で
魚
を
釣
っ
て
い
る
と
、
水
面
が
突
然
に
盛
り
上
が
っ
て
河
の
中
へ
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
保
公
は

こ
の
こ
と
を
悲
し
ん
で
、
刀
（
砍
牛
刀
）
を
と
っ
て
龍
潭
に
き
て
深
い
潭
に
入
る
と
大
き
な
洞
穴
が
あ
り
、
大
き
な
龍
（vo

n
g
x

）
が
自

分
の
子
を
枕
に
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
保
公
は
復
讐
心
を
い
だ
き
、
龍
の
眼
が
醒
め
な
い
よ
う
に
し
て
、
近
く
の
柴
草
を

集
め
て
火
打
石
を
使
い
煙
草
盆
で
火
を
つ
け
た
（
一
説
で
は
豚
の
膀
胱
の
中
で
つ
け
た
）。
火
は
た
ち
ま
ち
燃
え
広
が
っ
て
大
火
と
な
り
、

三
日
三
夜
続
い
た
。
そ
の
煙
は
ガ
ナ
ン
ウ
ィ
（
革
郎
壚
）
の
十
数
里
（
一
里
は
〇
・
五
㎞
）
上
方
の

北
洞

（
辣
子
寨

）
の
崗
峭
北
洞
。
龍

譚
に
通
ず
る
と
い
う
洞
窟
。
村
か
ら
十
数
里
登
っ
た
上
方
）
に
達
し
、
叫
び
声
が
山
岳
を
震
わ
し
て
、
天
は
暗
闇
に
包
ま
れ
た
。
こ
の
頃
、

清
水
江
畔
に
位
置
す
る
勝
秉
村
（N

a
n
gl

Dlia
n
gl.

施
洞
の
下
流
七
・
五
㎞
。
平
兆
場
の
対
岸
）
の
上
手
の
老
県
（Jes

Dlia
n
gl

）
）
に

ノ
ン
シ
ェ
ン
（Nio

n
g
x
X
e
n
b.

儂
星
）
と
い
う
名
の
娘
が
お
り
、
彼
女
が
朝
早
く
水
を
汲
み
に
河
岸
に
降
り
て
み
る
と
、
巨
大
な
怪
物

が
流
れ
着
い
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
急
い
で
家
に
帰
っ
て
母
親
と
村
人
た
ち
に
告
げ
て
、
ゲ
リ
ュ
ウ
（G

h
e
ut

Liu
e
d.

業
公
）
に
占

わ
せ
る
と
、
焼
け
死
ん
だ
龍
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
こ
の
日
は
、
五
月
五
日
で
あ
り
、
こ
れ
を
見
る
た
め
に
四
ケ
所
の
村
人
が
平
兆
に
集
ま

っ
て
き
た
。
そ
し
て
龍
の
肉
を
分
け
る
こ
と
に
し
て
、
配
分
を
皆
で
決
定
し
た
。
分
配
は
勝
秉
が
龍
頭
を
と
り
（
ゆ
え
に
対
岸
の
平
兆
が

初
め
に
漕
ぐ
）、
皆
で
龍
身
を
分
け
る
こ
と
に
し
て
、
塘
龍
（D

a
n
g
x
V
o
n
g
x

）
）
は
龍
心
、
つ
ま
り
心
臓
を
と
り
（
ゆ
え
に
四
ケ
所
の
龍

船
が
こ
こ
に
集
ま
る
）、
楊
家
寨
は
龍
胆
（
ゆ
え
に
現
在
の
龍
船
の
龍
頭
は
藍
色
）
を
も
ら
い
、
高
梁
（G

ao
g
b
Lia

n
g
b
lia

n
g
d

）
は

背
骨
を
得
た
（
ゆ
え
に
鬼
龍
を
漕
ぐ
）。
各
村
は
、
毎
年
、
こ
の
日
を
記
念
し
て
龍
船
を
漕
ぐ
こ
と
に
定
め
た
。
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥

三
五
一
│
三
五
二
］。

龍
船
歌

で
は

長
灘
得
龍
尾

（sa
n
g
x
ta
n
g
b
d
at

g
h
a
b
d
a
el

）
と
謡
わ
れ
、
施
洞
（
長
灘
）
が
龍
尾
を
得
た
と
い
う
［
廷
・

酒

一
九
七
九
‥
三
五
一
］。
ま
た
、
高
梁
は
鬼
龍
（vo

n
g
x
d
ein

o
m
g
b

）
を
漕
ぐ
の
で
、
蓑
衣
を
上
下
逆
に
着
て
鉄
の
鼎
の
三
脚
を
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頂
く
と
あ
る

）
。
鬼
龍
で
の
逆
転
状
況
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
一
九
七
九
年
に
呉
通
才
が
施
洞
で
女
性
の
話
者

）
か
ら
聞
い
た
平
寨
（Za

n
g
x
E
b

）
付
近
で
語
ら
れ
て
い

る
話
を
整
理
し
た
記
録
で
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
三
│
三
五
五
］。

［
由
来
譚
②
］
（
一
九
七
九
年
）

千
百
年
の
昔
の
こ
と
、
平
兆
場
に
農
民
が
い
て
仕
事
の
暇
な
と
き
に
一
艘
の
小
船
に
乗
っ
て
一
人
子
を
連
れ
て
巴
拉
河
の
上
流
に
行
っ

て
釣
り
を
し
て
い
た
。
千
丈
の
高
い
岩
壁
の
下
に
広
い
龍
潭
が
あ
り
、
波
が
光
り
静
ま
り
か
え
っ
て
い
た
が
恐
れ
ず
に
魚
を
釣
っ
て
い
る
と
、

子
供
が
水
の
中
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
龍
王
の
仕
業
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
龍
潭
の
岩
壁
の
洞
窟
に
入
る
と
各
種
の
宝
物
が
あ
り
、

子
供
が
い
る
の
を
発
見
し
て
連
れ
去
ろ
う
と
し
た
が
、
一
旦
水
面
に
出
て
、
口
に
燈
心
草
（
火
草
）
を
含
み
、
手
に
燧
石
（
火
鐮
）
を
持
っ

て
水
中
に
戻
っ
た
。
幸
い
に
も
龍
は
目
覚
め
て
お
ら
ず
、
草
に
火
を
つ
け
る
と
炎
と
な
っ
て
燃
え
広
が
り
龍
は
焼
け
死
ん
だ
。
水
面
か
ら
黒

い
煙
が
湧
き
上
が
っ
て
天
空
に
達
し
て
焼
き
尽
く
し
、
九
日
九
夜
に
及
ん
だ
。
こ
の
時
に
何
人
か
の
子
供
が
い
て
、
三
本
の
蓬
を
棹
（
杆
）

と
し
て
（
一
説
で
は
葵
花
杆
、
あ
る
い
は
泡
筒
杆
）、
船
形
に
つ
く
り
、
川
辺
に
行
っ
て
ト
ン
ト
ン
カ
（

哆
。

は
鼓
の
音
、
哆
は
羅

の
音
）
と
龍
の
声
を
立
て
る
と
、
天
が
次
第
に
晴
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
れ
に
倣
っ
て
人
々
は
龍
船
を
作
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
時
に
平
兆

の
上
寨
と
下
寨
の
中
間
の
オ
ン
ハ
（

0
n
g
d
x
al

、
瓫
肴
）
と
い
う
大
き
な
干
潟
の
あ
る
岸
辺
で
忽
然
と
浮
き
出
た
死
龍
が
発
見
さ
れ
た
。

人
々
は
焼
け
死
ん
だ
龍
を
九
分
割
し
て
村
々
に
配
分
し
た
。
平
寨
は
龍
頭
、
塘
龍
は
龍
身
の
前
身
、
榕
山
と
銅
鼓
堂
は
後
身
、
場
壩
（
現
在

の
施
洞
）
と
廖
洞
が
龍
尾
を
得
た
。
分
け
終
え
た
後
、
村
々
で
各
戸
に
配
り
、
龍
肉
を
食
べ
た
。
こ
の
時
が
五
月
五
日
で
、
肉
を
食
べ
終
え

酒
を
飲
ん
だ
後
で
、
龍
を
退
治
し
た
記
念
と
し
て
龍
船
を
作
っ
て
毎
年
漕
ぐ
こ
と
で
、
人
間
が
龍
と
戦
っ
て
勝
利
し
た
記
念
日
と
し
た

）。

由
来
譚
②
と
類
似
し
た
内
容
の
別
の
伝
承
が
呉
通
発
の
記
録
に
あ
り
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

［
由
来
譚
③
］
（
一
九

二
年
）

遥
か
な
昔
の
こ
と
、
小
江
河
（
巴
拉
河
）
の
ほ
と
り
に
保
と
い
う
名
前
の
漁
師
が
い
て
、
そ
の
一
人
息
子
を
九
保
と
い
っ
た
。
あ
る
日

そ
の
子
を
連
れ
て
一
緒
に
川
に
魚
捕
り
に
行
く
と
、
に
わ
か
に
黒
雲
が
天
を
覆
い
、
狂
風
が
巻
き
起
こ
り
、
暴
風
が
荒
れ
狂
っ
た
。
天
に
も
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届
く
大
波
の
中
か
ら
突
如
一
匹
の
悪
い
龍
が
踊
り
出
て
九
保
を
捕
え
、
龍
洞
に
引
き
ず
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
漁
師
は
息
子
の
姿
が
見
当
た

ら
な
い
の
で
、
子
供
の
名
前
を
呼
び
な
が
ら
川
沿
い
を
あ
ち
こ
ち
探
し
ま
わ
っ
た
が
、
息
子
の
行
方
は
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼

は
龍
の
棲
む
川
に
潜
り
、
手
探
り
で
龍
洞
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
、
息
子
の
九
保
は
悪
い
龍
に
殺
さ
れ
て
、
龍
は
死
体
を
枕
に
し
て
眠
り
を

む
さ
ぼ
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
漁
師
は
悲
し
み
と
怒
り
の
あ
ま
り
、
仇
を
討
つ
決
心
を
し
て
、
一
旦
と
っ
て
返
し
て
燧
石
（
火
鐮
）
を

持
ち
、
燈
心
草
（
火
草
）
に
火
を
つ
け
て
再
度
、
龍
洞
に
侵
入
し
て
、
寝
て
い
る
悪
龍
を
焼
き
殺
し
た
。
焼
け
た
洞
内
か
ら
煙
が
立
ち
上
り
、

川
岸
の
地
域
全
体
に
霧
が
一
杯
に
立
ち
込
め
、
大
雨
が
降
り
、
九
日
九
夜
の
間
、
天
地
は
真
暗
闇
と
な
っ
て
、
生
活
が
全
く
出
来
な
い
土
地

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
呆
然
と
し
て
憂
い
に
沈
ん
だ
。
あ
る
日
、
一
人
の
女
性
が
息
子
を
背
負
っ
て
川
の
辺
に
洗
濯
に
来
た
。
子

供
は
母
親
が
持
っ
て
き
た
洗
濯
に
使
う
棒
を
船
に
見
立
て
て
、
水
に
浮
か
べ
て
上
下
に
漕
い
で
、
ト
ン
ト
ン
カ
（

哆
）
と
口
中
で
念
じ

て
遊
ん
で
い
る
と
、
音
に
つ
れ
て
天
上
の
雲
や
霧
が
少
し
ず
つ
消
え
、
東
方
か
ら
空
が
明
る
く
な
っ
て
、
鮮
烈
な
太
陽
が
出
て
大
地
を
照
ら

し
出
し
た
。
皆
は
と
て
も
喜
ん
で
歓
呼
の
声
を
上
げ
た
。
人
々
は
焼
け
死
ん
だ
龍
が
水
面
に
浮
か
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
先
を
争
っ
て
川
辺

に
駆
け
つ
け
て
龍
の
肉
を
分
配
し
た
。
勝
秉
が
最
も
早
く
発
見
し
た
の
で
龍
頭
を
と
り
、
平
寨
は
龍
頸
、
塘
龍
は
龍
身
、
榕
山
は
龍
腰
、
施

洞
は
龍
尾
、
楊
家
寨
は
最
も
遅
か
っ
た
の
で
龍
の
内
臓
（
腸
子
）
を
得
た
（
こ
の
た
め
楊
家
寨
の
龍
船
は
深
緑
色
で
青
龍
と
さ
れ
る
）。
龍

肉
を
分
け
終
わ
っ
た
後
に
、
悪
龍
は
人
々
の
夢
の
中
に
現
わ
れ
て
、

自
分
は
老
人
の
一
人
っ
子
を
殺
め
て
、
自
分
の
生
命
で
償
っ
た
。
し

か
し
、
老
人
と
少
年
を
哀
れ
ん
で
善
行
を
施
す
た
め
に
、
杉
樹
（det

jib

）
を
用
い
て
自
分
の
体
に
似
せ
て
つ
く
り
、
清
水
江
と
小
江
河

（
巴
拉
河
）
一
帯
で
何
日
間
か
楽
し
く
遊
べ
ば
、
よ
く
雨
を
も
た
ら
し
、
五
穀
の
豊
饒
を
恵
む

と
述
べ
た
。
人
々
は
夢
の
お
告
げ
に
従
い
、

龍
は
既
に
降
伏
し
た
か
ら
、
龍
に
似
せ
て
船
を
作
り
、
雨
に
恵
ま
れ
て
豊
作
を
得
る
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
た
。
実
際
に
、
何
日
間
か
龍
船

を
漕
ぐ
と
大
雨
に
恵
ま
れ
た
。
祭
り
を
開
始
し
て
大
雨
が
降
っ
た
五
月
五
日
を
初
め
の
祭
日
と
定
め
て
、
龍
肉
の
配
分
の
順
番
通
り
に
、

村
々
は
先
の
方
か
ら
後
の
方
へ
と
漕
ぐ
こ
と
に
し
た
。
勝
秉
は
龍
頭
を
と
っ
た
の
で
五
月
五
日
、
平
寨
は
五
月
六
日
…
…
と
し
て
い
た
が
、

こ
の
時
期
は
農
事
で
と
て
も
忙
し
い
季
節
で
生
産
に
支
障
を
き
た
す
と
し
て
協
議
し
、
勝
秉
と
平
兆
が
五
月
五
日
に
漕
ぐ）
ほ
か
は
、
平
寨
は

五
月
二
四
日
、
塘
龍
は
二
五
日
、
榕
山
は
二
六
日
、
施
洞
は

分
龍）

で
二
七
日
に
漕
ぐ
こ
と
に
し
た
。
［
呉
通
発

一
九
八
二
‥
一
一
五

│
一
一
六）
］。

法学研究 83 巻 2 号（2010 : 2）

188



我
々
が
一
九
八
三
年
に
施
洞
を
訪
問
し
た
時
に
地
元
の
故
老
で
あ
っ
た
龍
躍
套
（
六
四
歳
。
当
時
）
か
ら
聞
い
た
由
来
譚
は
以
下

の
通
り
で
、
龍
の
死
後
に
暗
闇
に
な
っ
た
世
界
か
ら
の
再
生
が
語
ら
れ
て
い
る
。

［
由
来
譚
④
］
（
一
九

三
年
）

昔
、
久
宝
と
い
う
苗
族
の
男
の
子
が
い
ま
し
た
。
彼
は
仲
間
と
一
緒
に
清
水
江
の
淵
の
龍
潭
に
魚
を
釣
り
に
行
き
ま
し
た
が
、
間
違
っ

て
川
の
中
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
、
仲
間
の
子
供
は
走
っ
て
戻
り
、
久
宝
の
父
親
（
宝
氏
）
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
ま
し
た
。
宝
氏
は
魚
釣

り
の
名
手
だ
っ
た
の
で
龍
潭
に
は
悪
い
龍
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
の
子
供
が
川
に
落
ち
た
と
き
い
て
大
変
焦
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
急
い
で
一
本
の
長
刀
を
も
っ
て
川
辺
に
行
き
龍
潭
に
跳
び
こ
み
ま
し
た
。
不
思
議
に
も
龍
潭
の
底
に
は
洞
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
水
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
親
が
潜
入
し
た
洞
は
悪
い
龍
の
住
み
家
（vo

n
g
x
q
a
n
g
b

ま
た
はv

o
n
g
x
vil.

龍
宮
）
で
、
龍
が
死
ん
だ
久
宝

を
枕
に
し
て
眠
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
ま
し
た
。
父
親
は
刀
を
抜
い
て
悪
い
龍
を
殺
そ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
自
分
は
た
っ
た
一
人
な
の
で

龍
に
敗
け
る
と
い
け
な
い
と
思
い
、
そ
の
ま
ま
家
に
戻
り
ま
し
た
。
そ
の
後
で
よ
い
方
法
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
家
で
飼
っ
て
い
た

豚
を
殺
し
、
膀
胱
（po

b
w
ol.

尿
胞
）
を
取
り
出
し
て
膨
ら
ま
せ
た
上
、
そ
の
中
に
燈
心
草
（
火
草
）
と
燧
石
（
火
鐮
）
を
入
れ
て
、
身

に
つ
け
ま
し
た
。
水
に
濡
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
父
親
は
再
度
龍
宮
に
潜
入
し
ま
し
た
。
龍
宮
の
周
囲
に
は
草
が
沢
山
あ
る
だ
け

で
な
く
、
龍
宮
そ
の
も
の
も
藁
葺
き
（
草
屋
）
で
出
来
て
い
ま
し
た
。
彼
は
そ
っ
と
悪
い
龍
の
身
体
の
下
か
ら
子
供
の
久
宝
を
引
き
出
し
た

の
で
す
が
、
龍
は
依
然
と
し
て
眠
り
続
け
て
眼
を
覚
ま
し
ま
せ
ん
。
彼
は
燧
石
を
取
り
だ
し
燈
心
草
に
火
を
つ
け
、
龍
宮
に
火
を
放
ち
、
子

供
を
背
負
っ
て
家
に
戻
り
ま
し
た
。
そ
の
火
は
大
火
と
な
っ
て
九
日
九
晩
燃
え
続
け
、
悪
い
龍
は
焼
け
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
火
が

余
り
に
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
天
の
背
を
焼
い
て
、
世
の
中
が
真
っ
暗
闇
と
な
っ
て
何
も
見
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
男
が
山
へ
行
っ
て
木
を

伐
る
こ
と
も
、
娘
が
布
を
織
っ
た
り
刺
繍
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
母
と
娘
の
二
人
は
水
を
汲
み
に
川
の
辺
へ
行
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
天
が
暗
か
っ
た
の
で
、
二
人
と
も
は
ぐ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
娘
は
畑
か
ら
一
本
の
玉
蜀
黍
（
包
穀
）
を
と
っ
て
そ
れ
を
棹
に
水
の
上
を
叩
い
て
ポ
ン
ポ
ン
ポ
ン
と
い
う
音
を
出
し
ま
し
た
。
こ
の

音
で
二
人
は
居
場
所
が
判
っ
て
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
は
、
は
ぐ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
音
を
立
て
て
水
を
汲
み
ま
し
た
。
こ

の
音
は
天
に
も
響
き
、
天
が
次
第
に
明
る
く
な
り
、
そ
う
す
る
と
悪
い
龍
が
死
ん
で
川
下
の
方
に
漂
っ
て
い
る
の
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
龍
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の
死
体
は
勝
秉
の
川
辺
に
流
れ
つ
き
、
人
々
は
異
様
な
も
の
を
見
つ
け
た
の
で
、
そ
の
中
の
一
人
が
、

あ
れ
は
何
の
鬼
で
す
か
?

と
た

ず
ね
ま
す
と
、
別
の
人
が

鬼
で
は
な
く
川
上
で
火
を
放
っ
て
悪
龍
を
焼
き
殺
し
た
人
が
い
る
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
で
し
ょ
う

と
答
え
ま

し
た
。
こ
の
後
、
皆
は
龍
の
肉
を
分
け
て
食
べ
ま
し
た
。
勝
秉
は
最
も
早
く
発
見
し
た
の
で
龍
の
頭
を
、
平
寨
は
龍
の
頸
を
、
施
洞
は
龍
の

尾
を
、
老
屯
は
龍
の
背
を
、
南
兆
は
龍
の
胆
を
分
け
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
人
々
は
今
後
こ
の
よ
う
な
災
悪
が
ふ
り
か
か
ら
な
い
こ

と
を
願
い
、
お
互
い
に
喜
び
を
共
に
し
て
、
船
を
出
し
て
お
祭
り
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
龍
船
節
の
始
ま
り
で
す
。

龍
頭
を
得
た
勝
秉
の
人
は
、
龍
の
復
活
を
恐
れ
て
、
龍
船
を
漕
が
な
い
と
い
う
伝
承
も
あ
り
ま
す
。
龍
の
頸
を
も
ら
っ
た
所
は
平
寨
で
す

の
で
、
平
寨
が
先
に
漕
ぎ
、
施
洞
は
二
番
目
、
最
後
は
老
屯
が
漕
ぐ
の
で
す
。
昔
は
こ
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
儀
式
を
す
る
場

所
の
勝
秉
は
施
洞
か
ら
十
数
里
も
離
れ
て
い
て
、
儀
式
の
終
了
後
は
川
を
遡
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ず
時
間
が
か
か
る
の
で
、
日
程
を
改
め

ま
し
た
。
二
四
日
は
平
寨
が
船
を
漕
ぎ
、
二
五
日
は
塘
龍
で
、
二
六
日
は
老
屯
、
二
七
日
は
施
洞
が
漕
ぐ
の
で
す
。
塘
龍
が
中
心
と
な
る
日

は
最
も
賑
や
か
で
す
。
頸
と
龍
の
身
を
も
ら
っ
た
平
寨
と
施
洞
は
紅
い
龍
船
、
肝
を
も
ら
っ
た
南
兆
は
藍
の
龍
船
、
他
の
内
臓
を
も
ら
っ
た

所
は
黒
い
龍
船
で
、
背
を
も
ら
っ
た
老
屯
の
船
は
鬼
龍
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
龍
船
を
漕
ぐ
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
［
鈴
木
・
金
丸

一
九
八
五
‥
一
九
一
│
一
九
二
］

暗
闇
か
ら
の
再
生
を
語
る
別
の
由
来
譚
が
あ
り
、
楊
通
儒
が
一
九
六
二
年
に
整
理
し
た
記
録
に
あ
る
三
種
類
の
話
の
第
一
番
目
で

あ
り
、
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

［
由
来
譚
⑤
］
（
一
九
六
二
年
）

昔
、
小
江
河
の
ほ
と
り
の
老
屯
の
地
方
に
、
兄
弟
三
人
が
お
り
、
兄
は
保
、
弟
は
雄
と
い
っ
た
。
保
に
九
保
と
い
う
一
人
っ
子
が
い
た
。

あ
る
年
の
五
月
四
日
の
晩
に
、
こ
の
子
と
幾
人
か
の
子
供
た
ち
が
河
に
遊
び
に
行
っ
た
が
、
不
幸
に
し
て
龍
の
た
め
に
龍
洞
に
引
き
込
ま
れ
、

そ
の
ま
ま
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
（
あ
る
地
方
で
は
九
保
は
父
親
と
一
緒
に
魚
を
釣
り
に
行
き
船
尾
に
乗
っ
て
い
て
、
龍
に
水
の
中
に
引
き
込

ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
る
）。
父
親
は
子
供
の
仇
を
討
つ
べ
く
、
ひ
と
し
き
り
泣
い
た
後
で
、
翌
日
に
な
る
と
、
水
中
に
泳
ぎ
入
っ
て
龍

を
殺
そ
う
と
し
た
。
彼
は
龍
洞
を
探
し
あ
て
る
と
一
匹
の
龍
が
九
保
を
枕
に
し
て
ち
ょ
う
ど
眠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
し
た
。
彼
は
自
分

の
息
子
が
既
に
死
ん
で
お
り
背
の
上
に
は
紅
、
緑
、
白
の
各
色
の
鱗
が
生
え
て
い
る
の
を
見
た
。
彼
は
龍
が
眠
っ
て
い
る
場
所
に
は
水
が
な
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い
こ
と
を
確
か
め
た
の
で
、
龍
を
焼
き
殺
そ
う
と
計
画
し
た
。
父
親
は
一
旦
家
に
帰
っ
て
く
る
と
、
燧
石
（
火
鐮
）
と
心
草
（
火
草
）
を
準

備
し
、
し
っ
か
り
と
煙
草
入
れ
の
中
に
入
れ
て
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
再
び
龍
洞
に
侵
入
し
た
時
、
龍
王
は
ま
だ
眠
り
か
ら

醒
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
龍
洞
に
火
を
放
ち
龍
王
を
焼
き
殺
し
、
死
体
を
幾
つ
か
に
切
断
し
た
。
洞
を
焼
い
た
煙
は
あ
た
り
一
面
に

立
ち
籠
め
、
こ
の
村
を
お
お
つ
て
、
九
日
九
夜
、
天
地
は
暗
黒
と
化
し
た
。
そ
の
た
め
鶏
は
米
を
つ
い
ば
め
ず
、
馬
は
草
を
食
べ
ら
れ
ず
、

人
は
道
を
歩
く
こ
と
も
出
来
な
い
有
様
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
勝
秉
の
一
人
の
婦
人
が
子
供
を
連
れ
て
、
暗
闇
の
中
を
手
探
り
で
衣
服
を
洗

い
に
行
っ
た
。
無
邪
気
な
子
供
は
手
に
天
秤
棒
（
扁
担
）
を
持
っ
て
、
水
面
を
打
ち
な
が
ら
叫
ん
だ
。

ト
ン
ト
ン
ト
ー
、
ト
ン
ト
ン
ト
ー

（

哆
）
。
ま
た
、
あ
る
人
が
言
う
。
そ
の
時
、
三
本
の
玉
蜀
黍
を
棹
と
し
て
並
べ
て
一
艘
の
龍
船
を
作
り
水
に
浮
か
べ
た
と
。
ま
た
、

あ
る
人
は
、
子
供
が
右
手
に
洗
濯
棒
を
持
っ
て
叩
く
う
ち
に
次
第
に
空
が
明
る
く
な
っ
て
き
た
の
だ
と
。
そ
れ
か
ら
後
、
龍
船
を
漕
ぎ
天
地

が
永
遠
に
暗
闇
と
化
さ
な
い
よ
う
に
し
た
。
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
二
］

こ
の
由
来
譚
の
話
者
は
老
屯
の
張
老
丁
（
当
時
五
八
歳
）
で
、
主
人
公
の
兄
弟
の

雄
氏

の
第
九
代
目
の
子
孫
だ
と
い
う
。
同

様
の
話
は
広
く
流
通
し
、
施
洞
や
平
寨
一
帯
の
大
半
の
人
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
由
来
譚
①
か
ら
④
と
の
差
異
は
、
保
氏
に
兄
弟

が
い
る
、
五
月
四
日
・
五
日
の
出
来
事
と
特
定
さ
れ
る
、
火
種
を
煙
草
入
れ
に
入
れ
る
、
息
子
が
死
後
に
龍
に
変
わ
る
、
龍
の
死
体

を
保
氏
が
切
断
す
る
、
水
面
を
叩
く
子
供
の
性
別
が
不
明
な
こ
と
、
水
を
叩
く
の
に
天
秤
棒
を
使
用
す
る
、
ま
た
は
三
本
の
玉
蜀
黍

の
棹
で
叩
く
と
し
て
現
在
の
龍
船
の
子
母
船
形
式
と
類
似
し
た
伝
承
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
龍
肉
の
分
配
は
、
勝

秉
は
龍
頭
、
平
寨
は
龍
頸
、
塘
龍
（
原
文
は
龍
塘
）
は
龍
身
、
榕
山
は
龍
腰
、
蓼
洞
は
龍
尾
で
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
三
］、
龍

船
を
漕
ぐ
日
は
、
勝
秉
五
日
、
平
寨
二
四
日
、
塘
龍
（
原
文
は
龍
塘
）
二
五
日
、
榕
山
二
六
日
、
蓼
洞
・
施
洞
二
七
日
で
、
蓼
洞
が

加
わ
る
以
外
は
［
呉
通
発

一
九
八
二
］
と
同
じ
で
あ
る
。

更
に
異
な
る
系
統
の
由
来
譚
が
あ
る
。
楊
通
儒
が
一
九
六
二
年
に
整
理
し
た
記
録
に
あ
る
三
種
類
の
由
来
譚
の
二
番
目
で
平
寨
と

銅
鼓
塘
だ
け
で
流
伝
し
て
い
る
と
い
う
。
発
祥
地
は
勝
秉
や
老
屯
で
は
な
く
平
寨
で
、
犀
角
龍
が
登
場
し
て
、
水
牛
と
龍
の
戦
い
に

乗
じ
て
龍
を
殺
害
す
る
。
龍
の
死
後
、
暗
闇
に
な
っ
た
が
、
棒
で
水
面
を
叩
く
こ
と
は
な
く
、
直
接
に
龍
船
を
漕
ぐ
こ
と
で
天
地
を
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蘇
ら
す
の
で
あ
る
。

［
由
来
譚
⑥
］
（
一
九
六
二
年
）

か
つ
て
平
寨
に
一
つ
の
龍
ケ
淵
が
あ
り
、
そ
の
淵
に
一
匹
の
犀
角
龍
が
住
ん
で
い
た
。
あ
る
家
に
、
一
頭
の
大
き
な
水
牛
が
い
て
、
い

つ
も
淵
で
体
を
洗
い
に
行
く
ご
と
に
喧
嘩
を
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
牧
童
が
牛
の
尻
尾
に
つ
か
ま
り
、
水
底
ま
で
行
っ
て
、
一
体
、
牛
が
水

底
で
何
を
し
て
い
る
の
か
を
見
て
や
ろ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
不
幸
な
こ
と
に
、
龍
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
父
は
悲
憤
の
あ
ま
り
、

あ
る
日
の
こ
と
、
自
分
も
牛
の
尻
尾
に
つ
か
ま
っ
て
そ
の
淵
の
底
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
龍
と
水
牛
と
が
闘
っ
て
疲
れ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、

彼
は
力
を
込
め
て
一
刀
の
も
と
に
龍
を
切
り
殺
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
ち
ま
ち
天
が
真
っ
暗
闇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
や
が
て
龍
船
を

漕
い
だ
と
こ
ろ
、
再
び
明
る
く
な
っ
て
き
た
。
以
後
、
龍
船
の
祭
り
を
続
け
て
い
る
。
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
三
］

次
に
紹
介
す
る
の
は
楊
通
儒
が
採
集
し
た
三
種
の
話
の
う
ち
三
番
目
の
話
で
、
漢
族
の
道
教
の
影
響
が
色
濃
い
。
こ
れ
も
平
寨
と

銅
鼓
塘
だ
け
で
流
伝
し
て
い
る
と
い
う
。
話
の
舞
台
は
都
市
（
城
内
と
城
外
）
で
、
川
に
は
言
及
せ
ず
、
登
場
人
物
は
金
角
老
龍
、

玉
皇
大
帝
、
唐
王
な
ど
漢
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

［
由
来
譚
⑦
］
（
一
九
六
二
年
）

昔
、
雨
を
掌
っ
て
い
る
一
匹
の
金
角
老
龍
が
い
た
。
あ
る
日
、
た
ま
た
ま
鬼
谷
先
生
に
会
っ
た
の
で
訊
ね
た
。

あ
な
た
は
物
を
当
て
る

こ
と
が
出
来
る
そ
う
だ
が
、
当
て
て
み
よ
。
次
に
降
る
雨
は
城
内
が
多
い
か
、
そ
れ
と
も
城
外
が
多
い
か

。
鬼
谷
先
生
が
答
え
た
。

城
外

は
三
滴
、
城
内
は
一
滴
降
る

。
金
角
老
龍
は
そ
れ
を
聞
く
な
り
、
玉
皇
大
帝
が
自
分
に
与
え
た
任
務
と
符
合
し
て
い
た
の
で
、
わ
ざ
と
大

帝
の
命
令
に
背
い
て
城
内
に
三
滴
降
ら
せ
、
城
外
に
は
一
滴
し
か
降
ら
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
城
内
は
大
水
と
な
っ
て
大
水
害
が
発
生

し
、
城
外
は
雨
が
不
足
し
て
旱
魃
と
な
っ
た
。
玉
皇
大
帝
は
こ
の
こ
と
を
後
で
知
っ
て
、
使
者
を
派
遣
し
て
金
角
老
龍
を
殺
そ
う
と
し
た
。

使
者
が
唐
王
の
宮
殿
に
着
い
た
時
、
唐
王
は
金
角
老
龍
を
救
お
う
と
思
っ
て
、
使
者
を
丁
重
に
も
て
な
し
酒
を
振
舞
っ
て
、
老
龍
を
殺
す
時

刻
に
使
者
を
酩
酊
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
使
者
は
酒
に
酔
い
し
れ
た
が
、
酒
席
で
し
ば
ら
く
眠
り
こ
け
た
後
、
図
ら
ず
も
金
角
老
龍
の
首
を
切

り
落
と
し
、
そ
れ
を
朝
、
門
の
外
に
吊
し
た
。
後
に
唐
王
は
老
龍
を
記
念
し
、
雨
が
ほ
ど
よ
く
降
る
こ
と
を
願
っ
て
、
龍
船
を
漕
ぐ
祭
り
を
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定
め
た
の
で
あ
っ
た
。
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
三
］

こ
の
話
は
別
系
統
で
漢
族
の
影
響
が
現
わ
れ
て
い
る
。
五
月
五
日
に
黄
平
県
旧
州
石
牛
寨
で
行
わ
れ
る
龍
船
競
渡
の
起
源
伝
承
も

同
様
に
、
金
骨
老
龍
が
間
違
っ
て
雨
を
降
ら
せ
た
た
め
に
罰
せ
ら
れ
、
救
済
の
試
み
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ

た
日
を
記
念
し
て
三
日
間
龍
船
を
漕
ぐ
こ
と
に
し
た
と
さ
れ
、
龍
船
は
老
龍
の
姿
が
現
れ
る
様
子
を
表
わ
す
と
伝
え
ら
れ
［
劉
必
強

一
九
八
三
‥
四
九
│
五
〇
］、
由
来
譚
⑦
と
類
似
し
て
、
相
互
の
影
響
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
話
は
漢
族
に
伝
え
ら
れ
る
斬
龍

伝
説
で
あ
り
、
湖
南
省
一
帯
に
伝
承
さ
れ
、
長
沙
市
の
東
一
五
㎞
に
あ
る
郎
梨
鎮
の
淵
陽
河
の
龍
舟
競
渡
の
由
来
譚
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、

斬
龍
儀
礼
も
行
わ
れ
る
と
い
う
［
君
島

一
九
九
〇
‥
一
七
、
三
一
］。
内
容
は

西
遊
記

第
十
回
の
涇
河
の
龍
王
の
物
語
に
酷
似

し
て
い
る
。
施
洞
の
近
く
で
は
鎮
遠
県
の
城
鎮
に
明
代
創
建
の
道
観
が
あ
り
、
台
江
県
台
拱
鎮
（
施
洞
か
ら
二
一
㎞
）
や
近
く
の
城

鎮
（
施
秉
県
城
関
鎮
、
黄
平
県
新
州
鎮
・
重
安
鎮
）
に
も
道
教
の
廟
が
あ
っ
た
。
地
域
の
中
心
地
は
由
来
譚
に
登
場
す
る
清
水
江
沿
岸

の
勝
秉
で
、
地
方
の
行
政
府
が
あ
っ
た

）
。
清
水
江
流
域
と
そ
の
周
辺
の
村
々
は
交
流
が
容
易
で
漢
族
の
習
俗
が
流
入
し
や
す
か
っ
た

地
域
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
由
来
譚
⑦
は
雨
を
恵
む
龍
だ
け
で
な
く
、
洪
水
を
も
た
ら
す
龍
が
強
調
さ
れ
、
旱
魃
と
洪
水
に
悩
ま

さ
れ
た
苗
族
の
土
地
に
根
付
い
た
独
自
の
龍
神
信
仰
の
様
相
が
あ
る

）
。

三

起
源
伝
承
の
考
察

由
来
譚
の
内
容
は
採
集
時
期
や
話
者
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
強
調
点
も
異
な
り
漢
族
の
文
化
の
影
響
も
あ
る
が
、
特
に
由
来
譚

①
か
ら
⑤
ま
で
の
相
互
を
比
較
し
、
由
来
譚
⑥
と
⑦
は
参
考
に
止
め
て
差
異
性
と
共
通
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い

）
。

第
一
は
神
話
的
な
原
初
の
出
来
事
を
祭
祀
で
再
現
す
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
神
話
世
界
と
現
実
社
会
と
の
間
に
連
続
性
の
意

識
が
あ
り
、
龍
の
分
配
の
話
に
は
村
落
間
の
歴
史
的
な
繋
が
り
や
社
会
関
係
の
あ
り
方
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
現
在
で
も
祭
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祀
の
中
心
地
で
あ
る
塘
龍
が
龍
の

心
臓

を
と
っ
た
と
さ
れ
て
、
五
月
二
五
日
に
は
全
て
の
村
が
こ
こ
に
集
ま
る
と
さ
れ
る
の
は

塘
龍
と
そ
の
近
く
の
施
洞
が
社
会
統
合
の
核
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
祭
祀
の
始
ま
り
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
悪
龍
へ
の
復
讐
と

龍
退
治
の
勝
利
を
記
念
す
る
意
味
合
い
が
強
く
出
て
い
る
。
し
か
し
、
由
来
譚
③
は
死
ん
だ
龍
の
夢
の
お
告
げ
（
託
宣
）
で
、
自
分

に
似
せ
た
龍
船
を
作
っ
て
祀
れ
ば
、
順
調
な
天
候
を
保
証
し
豊
作
を
恵
む
と
言
っ
た
こ
と
に
従
っ
て
龍
船
節
を
始
め
た
と
あ
り
、
祭

祀
の
開
始
を
指
示
し
た
の
は
龍
で
、
悪
龍
を
善
龍
に
転
換
す
る
龍
の
守
護
霊
化
が
強
調
さ
れ
る
伝
承
で
あ
り
、
勝
利
の
記
念
を
強
調

す
る
由
来
譚
①
②
④
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
由
来
譚
①
②
④
は
悪
龍
の
様
相
を
強
調
し
、
人
間
の
側
か
ら
働
き
か
け
て
龍
の
復
活
を

防
ぎ
、
龍
退
治
を
記
念
す
る
祭
り
に
よ
っ
て
最
後
に
恩
恵
を
授
か
る
と
語
る
。
由
来
譚
の
い
ず
れ
も
が
、
平
兆
に
集
ま
っ
て
死
ん
だ

龍
の
身
体
の
分
配
を
相
談
し
た
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
死
ん
だ
龍
の
体
を
各
村
が
持
ち
帰
る
の
か
、
な
ぜ
分
配
し
た
の
か

に
つ
い
て
の
理
由
は
述
べ
て
い
な
い
。
一
方
、
切
断
し
た
後
の
処
理
は
、
由
来
譚
②
で
は
龍
肉
を
食
べ
た
と
伝
え
、
村
々
に
分
配
し

た
龍
の
各
部
位
を
積
極
的
に
身
体
に
取
り
込
む
こ
と
で
龍
の
負
の
力
を
別
の
方
向
に
転
換
し
よ
う
と
す
る
様
相
が
語
ら
れ
る
が
、
由

来
譚
①
③
④
⑤
で
は
龍
肉
を
食
べ
る
こ
と
へ
の
言
及
は
な
い
。
龍
が
甦
ら
な
い
よ
う
に
切
断
す
る
意
図
は
あ
っ
て
も
、
死
ん
だ
悪
龍

の
肉
を
食
べ
て
鎮
圧
す
る
と
い
う
伝
承
に
は
違
和
感
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
由
来
譚
①
③
④
は
施
洞
の
伝
承
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

由
来
譚
②
は
平
寨
附
近
の
伝
承
で
、
主
人
公
も
巴
拉
河
で
は
な
く
清
水
江
河
岸
の
平
兆
の
出
身
と
さ
れ
る
な
ど
地
域
差
に
よ
る
異
伝

で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
総
じ
て
、
起
源
伝
承
に
は
、
神
話
的
状
況
を
再
現
し
、
悪
龍
を
善
龍
に
す
る
指
向
性

は
認
め
ら
れ
る
が
、
実
現
の
過
程
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
悪
龍
の
退
治
で
負
の
力
を
強
い
再
生

の
力
に
転
換
し
て
守
護
霊
に
す
る
様
相
を
語
る
こ
と
は
共
通
す
る
。

第
二
は
世
界
の
再
生
に
因
む
状
況
が
重
視
さ
れ
、
祭
祀
を
行
う
正
当
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
祭
祀
で
は
龍
に
似
せ

た
船
を
作
っ
て
漕
ぐ
こ
と
、
洗
濯
棒
（det

dib
u
d

）
に
な
ぞ
ら
え
た
漕
ぎ
方
で
水
面
を
打
つ
こ
と
な
ど
で
、
天
地
が
再
生
し
た
と

い
う
神
話
的
状
況
を
再
現
す
る
。
由
来
譚
②
に
は
悪
龍
を
焼
き
殺
し
て
天
地
が
真
っ
暗
闇
に
な
っ
た
後
に
、
子
供
が
棹
を
打
っ
て
龍
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の
声
に
似
た
音
を
川
面
で
立
て
た
こ
と
で
世
界
が
明
る
さ
を
取
り
戻
し
た
と
あ
り
、
擬
似
的
に
龍
を
蘇
ら
せ
て
暗
闇
か
ら
の
再
生
を

図
っ
た
。
由
来
譚
③
は
洗
濯
棒
を
船
に
見
立
て
て
の
再
生
で
あ
る
。
た
だ
し
、
音
に
よ
る
天
地
の
再
生
は
由
来
譚
①
で
は
言
及
さ
れ

ず
、
由
来
譚
②
③
④
⑤
で
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
担
い
手
や
状
況
に
つ
い
て
は
差
異
が
あ
る
。
由
来
譚
②
は
単
に
複
数
の
子
供
が

三
本
の
蓬
を
棹
に
し
て
川
面
を
打
つ
こ
と
で
再
生
し
た
の
に
対
し
て
、
由
来
譚
③
は
娘
が
母
親
を
見
失
っ
た
の
で
め
ぐ
り
合
う
た
め

に
玉
蜀
黍
（ju

b
m
aix

diel

）
を
棹
に
し
て
川
面
を
打
っ
て
立
て
た
音
の
力
で
再
生
し
た
と
あ
り
、
由
来
譚
④
は
母
親
が
連
れ
て
き

た
息
子
が
洗
濯
棒
を
持
っ
て
遊
び
な
が
ら
叩
い
た
音
で
甦
っ
た
と
あ
る
。
由
来
譚
⑤
は
天
秤
棒
で
打
つ
と
あ
り
、
子
供
の
性
別
は
不

明
で
あ
る
。
由
来
譚
②
は
子
供
の
み
、
由
来
譚
③
は
母
親
と
娘
、
由
来
譚
④
は
母
親
と
息
子
の
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
。
共
通

点
は
子
供
が
主
動
因
と
な
っ
て
川
や
龍
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
で
、
子
供
の
持
つ
特
別
な
再
生
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

は
祭
祀
に
も
連
続
し
、
龍
船
に
乗
っ
て
太
鼓
を
叩
く
鼓
頭
と
銅
鑼
を
叩
く
打
鑼
手
は
老
人
と
子
供
で
、
保
氏
と
久
保
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
、
老
人
の
鼓
は
ト
ン
ト
ン
、
子
供
の
鑼
は
ト
ゥ
と
い
う
音
を
再
現
し
、
音
の
呪
力
に
よ
っ
て
龍
を
鎮
圧
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

音
・
龍
船
・
子
供
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
再
生
空
間
が
龍
船
節
の
核
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

第
三
は
鬼
龍
船
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て

象
徴
的
逆
転

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
鬼
龍
船
を
漕
ぐ
村
は
、
由
来
譚
①
で
は

高
梁
、
由
来
譚
④
で
は
老
屯
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
巴
拉
河
流
域
の
榕
山
の
対
岸
の
村
で
（
図
2
）、
相
互
に
近
接
し
て
お
り
、
龍

の

背

を
も
ら
っ
た
と
い
う
由
来
も
一
致
す
る
。
龍
が
い
た
と
さ
れ
る
醒
侠
の
龍
潭
や
龍
宮
の
焼
失
の
時
に
煙
が
出
た
と
い
う
北

洞
は
、
榕
山
の
上
流
に
位
置
す
る
。
こ
の
附
近
は
龍
の
活
躍
と
死
の
伝
承
地
で
あ
り
、
死
後
も
そ
の
力
が
充
満
し
て
い
る
の
で
、
鬼

龍
の
船
に
託
し
て
雨
乞
い
の
よ
う
な
非
常
時
に
祈
願
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
由
来
譚
④
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
鬼
龍
の
船
は
出
な
い
と

い
う
が
、
日
照
り
続
き
の
年
の
み
に
出
て
雨
乞
い
に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
、
通
常
は
出
さ
な
い
と
い
う
意
味
か
も
し
れ
な
い
。

高
梁
の
鬼
龍
船
は

龍
船
歌

に
乗
員
が

蓑
衣
を
上
下
逆
に
着
て
鉄
の
鼎
の
三
脚
を
頂
く

（pa
n
g
b
h
so

b
dia

n
g
d
a
k.

蓑
衣
倒

転
拖
。bae

b
ja
el

b
ae

b
g
o
d
xict.

〝
三
称

三
支
破
）［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
一
］
と
あ
り
、
船
の
装
飾
も
通
常
と
は
逆
に
施
し
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て
、
船
尾
に
つ
け
る
茅
を
船
の
前
方
に
置
き
、
先
頭
に
つ
け
る
龍

頭
を
船
尾
に
据
え
、
櫂
は
逆
さ
に
取
り
つ
け
て
漕
ぎ
、
漕
ぎ
手
は

全
て
女
装
す
る
と
い
う
。
大
鼓
を
叩
く
鼓
頭
は
、
地
域
の
政
治
を

司
る
ル
ー
（lul,

hfu
d
lul

）

.

理
老
）
の
着
る

大
礼
服

の
上
下

を
逆
さ
に
し
て
ま
と
う
。
全
て
を
通
常
と
は
逆
に
す
る

象
徴
的

逆
転

に
よ
っ
て
非
日
常
性
な
力
を
発
揮
さ
せ
る
。
鬼
龍
の
船
は
、

唱
え
る
歌
や
銅
鑼
を
叩
く
調
子
も
通
常
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
速

く
漕
ぎ
、
し
か
も
朝
早
く
漕
ぐ
の
で
、
普
通
の
人
は
そ
の
姿
を
め

っ
た
に
見
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
鉄
の
鼎
を
か
ぶ
る
こ
と
は
水

中
に
住
む
魔
性
の
も
の
が
鉄
な
ど
の
金
物
を
嫌
う
こ
と
か
ら
、
避

邪
の
意
味
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
［
萩
原

一
九
八
七
‥
二
六
五
］。

台
江
県
に
伝
わ
る
苗
族
の
創
世
神
話
に
よ
れ
ば
、
蝶
々
の
メ
イ
パ

ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
が
生
ん
だ
十
二
の
卵
か
ら
、
人
類
の
祖
の
チ
ャ
ン

ヤ
ン
（Ja

n
g
d
Y
a
n
g
b.

姜
央
）
と
共
に
、
雷
公
、
水
龍
、
虎
、
蛇
、

象
が
生
ま
れ
、
龍
の
臍
の
緒
を
切
る
時
に
銅
を
使
っ
た
の
で
、
龍

は
今
で
も
金
物
を
恐
れ
る
と
い
う
［
馬
・
今
（
編
）

一
九
八
三
‥

一
七
六
、
二
九
二
］。
ま
た
、
家
の
中
の
囲
炉
裏
（ga

b
jib.

火
塘
）

に
は
祖
先
が
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
火
所
の
鉄
の
鼎
を
被
る

こ
と
は
祖
先
に
成
り
代
わ
る
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
湖
南

図 2　龍船節の関連地
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省
の
城
歩
に
住
む
苗
族
の
場
合
、
病
気
直
し
の
儀
礼
で
は
、
祖
先
が
楓
神
に
扮
し
て
登
場
す
る
が
、
鉄
の
三
脚
の
鼎
を
頭
に
載
せ
、

蓑
衣
を
逆
に
着
て
、
靴
を
は
き
、
細
い
木
の
棒
を
持
っ
て
出
現
し
た
と
い
う
［〈
苗
族
簡
史
〉
編
写
組

一
九
八
五
‥
三
］。
ま
た
、
高

梁
の
村
が
鬼
龍
を
漕
ぐ
こ
と
は
、
由
来
譚
①
④
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

背
骨

が
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
通
常
の
村
が
取
得
し
た
龍
身
と
は
逆
の
側
に
あ
た
る
の
で
、
儀
礼
で
も
通
常
と
は

逆

の
役
割
を
演
じ
て
特
別
の
力
を
発
揮

出
来
る
と
い
う

象
徴
的
逆
転

の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
。
高
梁
は
こ
の
地
域
で
は
龍
の
伝
承
の
発
祥
地
と
し
て
、
他
の
村
々
と

は
異
な
る
社
会
的
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
龍
船
の
由
来
譚
は
村
落
間
の
社
会
的
関
係
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
は
龍
船
節
の
起
源
伝
承
と
祭
祀
と
は
、
龍
肉
の
分
配
と
龍
船
の
日
程
と
し
て
相
互
に
連
関
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

地
理
的
な
位
置
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
、
整
理
し
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
龍
船
を
漕
ぐ
日
程
は
一
九
七
九
年
の
報
告

［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
八
│
三
五
九
］
で
は
、
前
半
は
ガ
ウ
ォ
ン
ナ
ン
（qa

b
v
o
n
g
x
n
a
n
gl.

劃
下
方
龍
会
期

）
）、
後
半
は
ガ
ウ
ォ

ン
ジ
ョ
（qa

b
v
o
n
g
x
jos.

劃
上
方
龍
会
期
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ガ
と
は
漕
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
前
半
の
行
事
は
五
月
五
日
の

端
午
節
に
行
わ
れ

）
、
漕
ぐ
場
所
は
平
兆
で
、
流
れ
着
い
た
龍
の
身
体
の
配
分
に
関
し
て
各
村
が
討
議
の
た
め
に
集
ま
っ
て
決
定
を
下

し
た
と
さ
れ
る
村
で
、
象
徴
的
な
記
念
日
と
し
て
祀
り
、
競
渡
は
少
し
だ
け
で
た
だ
一
回
り
し
て
帰
る
と
い
っ
た
程
度
で
終
了
す
る
。

龍
頭
は
勝
秉
が
獲
得
し
た
が
、
龍
船
を
漕
ぐ
の
は
平
兆
で
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
二
］。
後
半
は
五
月
二
五
日
前
後
で
五

月
五
日
よ
り
も
重
要
と
さ
れ
、
平
寨
で
五
月
二
四
日
に
漕
ぎ
始
め
る
。
塘
龍
は
龍
の
心
臓
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
五
月
二
五
日

に
漕
ぎ
、
こ
の
日
は

上
游
龍
船
節

の
二
日
目
で
、
最
も
盛
大
で
沢
山
の
人
が
集
ま
り
最
高
潮
に
達
す
る
。
五
月
二
六
日
は

分

龍

の
日
（
榕
山
と
銅
鼓
堂
か
）
で
、
五
月
二
七
日
は
施
洞
と
廖
洞
が
漕
い
で
終
了
す
る
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
船
漕
ぎ
の
日
程

と
龍
肉
の
各
部
位
の
分
配
の
対
応
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
各
々
の
由
来
譚
は
細
部
で
少
し
ず
つ
異
な
り
、
整
理
す
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る
（
表
1
・
表
2）
）。

比
較
検
討
を
し
て
い
く
と
、
最
初
に
龍
を
発
見
し
て
龍
頭
を
得
た
村
（
勝
秉
・
平
兆
）
は
特
別
扱
い
で
開
幕
の
独
立
行
事
と
な
っ
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て
い
る
。
現
行
の
行
事
で
は
勝
秉
は
龍

船
を
漕
が
ず
、
対
岸
に
あ
る
平
兆
が
儀

礼
的
に
漕
ぐ
。
そ
の
後
、
龍
の
身
体
を

得
た
村
々
は
、
前
身
か
ら
後
身
へ
、
龍

頸
（
平
寨
）
↓
心
臓
（
塘
龍
）
↓
龍
胆

（
楊
家
寨
）
↓
龍
尾
（
施
洞
）
の
順
に
移

動
す
る
。
龍
の
部
位
で
言
え
ば
、
頭
か

ら
尾
へ
、
前
か
ら
後
へ
と
た
ど
る
こ
と

に
な
り
、
龍
の
身
体
が
徐
々
に
確
認
さ

れ
復
元
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

村
々
が
獲
得
し
た
龍
の
各
部
位
は
伝
承

ご
と
に
少
し
ず
つ
異
な
る
が
大
筋
で
は

一
致
す
る
。
前
半
部
は
五
月
五
日
の
端

午
節
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
、
清
水
江
の

下
流
域
（
下
方
）
で
あ
る
の
に
対
し
、

後
半
部
は
五
の
数
字
が
重
な
る

重
大

五

の
五
月
二
五
日
前
後
で
、
清
水
江

の
上
流
域
（
上
方
）
に
移
動
す
る
。
五

月
二
五
日
に
漕
ぐ
塘
龍
は
施
洞
の
町
場

表1 龍船節の日程

廷・酒1979 呉通発1982 鈴木・金丸1985 現行の行事

5月5日 平兆 勝秉・平兆 勝秉（禁止）＊ 平兆

5月24日 平寨 平寨 平寨 平寨

5月25日 塘龍 塘龍 塘龍 塘龍

5月26日 榕山・楊家寨? 榕山 老屯 榕山・楊家寨・老屯

5月27日 施洞・廖洞 施洞 施洞 施洞・廖洞

＊ 龍頭をもらった勝秉は復活を恐れて漕がないという。この日漕ぐのは平兆と思われる。

表2 龍肉の分配

廷・酒1979 呉通才1979 呉通発1982 鈴木・金丸1985 胡暁東1991

勝秉 龍頭 龍頭 龍頭 龍頭 龍頭

平寨 龍頸 龍頸 龍頸（紅色） 龍頸

施洞 龍尾＊ 龍尾 龍尾 龍尾（紅色） 龍尾

廖洞 龍尾

塘龍 龍心 前身 龍身 龍身

榕山 後身 龍腰

銅鼓堂 後身

楊家寨 龍胆（藍色） 内臓（藍船）

南兆 龍胆（藍色）

高梁 背骨（鬼龍）

老屯 龍背（鬼龍）

［注記］ 楊家寨は青龍 内臓は黒色の船

＊ 龍船歌 の伝承［廷・酒 1979 : 351］で補う。呉通才1979は［廷・酒 1979］の引用による。
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の
近
く
に
位
置
し
、
当
日
は
分
配
に
あ
ず
か
っ
た
四
ケ
所
の
龍
船
が
全
て
集
ま
る
と
さ
れ
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
二
］、

中

心

の
意
識
が
あ
る
。
た
だ
し
、

本
流
域

で
も
最
初
に
龍
を
見
つ
け
た
と
さ
れ
る
勝
秉
は
元
代
以
降
、
地
方
の
行
政
府
が
置
か

れ
た
場
所
で
、
施
洞
に
対
し
て
政
治
的
に
優
位
で
、
伝
承
世
界
で
の
龍
頭
に
対
す
る
龍
尾
、
祭
日
で
は
五
月
五
日
に
対
す
る
五
月
二

五
日
と
い
う
対
応
は
、

本
流
域

内
部
で
の

中
心

│

周
縁

の
関
係
を
表
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

総
じ
て
、
龍
船
の
動
き
は
清
水
江
の

本
流
域

（
勝
秉
・
平
兆
・
平
寨
・
塘
龍
・
施
洞
）
が
主
体
で
、
巴
拉
河
を
遡
り

支
流
域

（
榕
山
・
楊
家
寨
・
老
屯
）
に
入
る
動
き
は
二
次
的
で
あ
る
。
巴
拉
河
の
流
域
は
施
洞
地
区
か
ら
は

周
縁

と
見
な
さ
れ
る
。
し
か

し
、

周
縁

に
悪
龍
の
発
祥
地
が
あ
り
、
鬼
龍
を
出
す
村
が
あ
っ
て
、

中
心

を
脅
か
す
と
共
に
救
済
す
る
と
い
う
両
義
的
性
格

を
帯
び
る
。
悪
龍
は
死
後
に
守
護
霊
に
転
換
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
漢
語
で
鬼
と
訳
さ
れ
た
リ
ャ
ン
（dlia

n
g
b

）
は
両

義
性
を
帯
び
る
霊
で
善
悪
の
双
方
に
転
換
可
能
な
の
で
あ
る
。
清
水
江
の
沿
岸
に
位
置
す
る
勝
秉
や
施
洞
な
ど
町
場
で
漢
族
の
文
化

の
影
響
を
被
っ
た
地
域
か
ら
見
れ
ば
、
巴
拉
河
の
流
域
は
苗
族
の
村
落
世
界
が
広
が
っ
て
お
り
、
町
場
と
村
落
の
社
会
の
差
異
性
が

中
心
│
周
縁
の
構
図
を
作
り
出
し
た
と
も
言
え
よ
う
。

龍
は
多
義
的
で
あ
る
が
、
基
本
は
山
の
神
霊
と
水
の
神
霊
の
結
合
と
見
ら
れ
る
。
由
来
譚
①
の
話
の
よ
う
に
、
龍
の
住
み
か
は
水

界
の
龍
潭
（
龍
洞
）
で
あ
る
が
、
山
岳
の
北
洞
に
繋
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
洞
窟
を
媒
介
と
し
て
水
界
と
山
岳
と
い
う
異
界
相
互
が

結
合
し
て
い
る
。
水
龍
と
山
龍
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
、
龍
船
に
つ
け
る
龍
角
の
形
が
湾
曲
か
直
角
か
で
区
別
す
る
と
も
い
う
。
龍

船
節
は
勝
秉
と
施
洞
と
い
う
町
場
を
二
大
基
点
と
し
、
後
背
地
の
苗
族
の
村
々
と
の
交
渉
の
中
で
、
苗
族
の
独
自
の
世
界
観
や
宇
宙

観
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
風
水
や
龍
神
に
関
す
る
漢
族
の
文
化
を
部
分
的
に
取
り
込
ん
で
創
り
あ
げ
た
祭
祀
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的

は
祖
先
や
神
霊
を
祀
り
様
々
な
祈
願
を
行
い
、
農
耕
に
必
要
な
雨
の
恵
み
を
願
う
こ
と
で
あ
る
。
祭
祀
で
は
原
初
へ
立
ち
返
り
、
悪

龍
に
表
象
さ
れ
る
災
害
や
不
幸
の
払
拭
、
村
々
の
再
生
と
更
新
な
ど
を
行
う
と
共
に
、
地
域
間
の
交
流
を
活
性
化
す
る
。
龍
船
節
は

起
源
伝
承
の
再
現
を
中
核
に
置
き
、
地
域
の
歴
史
や
人
間
関
係
を
織
り
込
ん
で
、
個
性
あ
る
実
践
と
し
て
継
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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四

龍
船
節
の
準
備

龍
船
節
の
調
査
は
苗
族
の
酒
素
と
燕
宝
の
同
行
の
も
と
で
一
九
八
五
年
七
月
に
行
い
、
榕
山
と
施
洞
で
参
加
し
た
。
現
地
で
の
観

察
に
基
づ
い
て
概
要
を
記
し
、
施
洞
で
の
話
者
、
龍
躍
套
か
ら
の
聞
書
や
、
過
去
の
記
録
類
を
交
え
て
祭
祀
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
。龍

船
は
一
木
造
り
の
丸
木
船
（
独
木
舟
）
で
大
木
を
深
く
刳
り
抜
い
た
だ
け
で
あ
り
、
樹
木
が
船
に
な
る
と
龍
に
な
る
と
観
念
さ

れ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
施
洞
周
辺
に
は
一
木
造
り
の
龍
船
が
多
い

）
。
材
料
の
泡
桐
（det

dlo
n
g
x

）
は
何
年
か
前
に
選
定
し
て

伐
り
出
す

）
。
杉
樹
（det

jib
）
か
ら
作
る
こ
と
も
あ
り
、
死
ん
だ
龍
が
夢
枕
に
立
っ
て
杉
の
木
で
自
ら
に
似
せ
て
船
を
作
っ
て
川
面

に
浮
か
ば
せ
れ
ば
豊
作
を
も
た
ら
す
と
告
げ
た
こ
と
に
由
来
す
る
（
由
来
譚
③
）。
古
歌
の
中
で
も
泡
桐
と
杉
は
樹
木
の
種
を
運
ん

だ
と
さ
れ
る
船
の
材
料
と
な
っ
た
と
謡
わ
れ

）
、
創
世
神
話
と
の
連
続
性
が
あ
る
。

龍
船
は
村
に
あ
る

長
亭

や

龍
蓬

（zoid
jas

v
o
n
g
x

）
と
呼
ば
れ
る
七
格
子
か
ら
な
る
七
間
房
に
格
納
し
て
お
き
、
田
植

え
（
栽
秧
）
の
終
了
後
に
水
に
降
ろ
す
。
正
式
に
漕
ぎ
始
め
る
の
は
五
月
二
四
日
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
は
五
月
五
日
が
祭
日
で
あ

っ
た
が
、
稲
の
田
植
え
の
時
期
に
あ
た
り
農
作
業
が
多
忙
な
た
め
に
日
程
を
変
更
し
た
と
い
う
。
船
首
に
は
巨
大
な
龍
頭
（kn

o
b

v
o
n
g
x

）
を
つ
け
る
。
材
料
は
水
柳
木
で
、
紅
・
白
・
金
・
銀
な
ど
の
色
を
塗
っ
て
鱗
を
か
た
ど
り
、
五
色
の
色
布
を
立
て
、
左
右

に
は
水
牛
の
角
を
象
っ
た

龍
角

を
取
り
付
け
て

）
、
色
つ
き
の
絹
布
を
顎
の
下
に
さ
げ
る
。
龍
頭
の
上
に
魚
の
作
り
物
を
置
き
、

子
供
の
多
産
と
豊
作
祈
願
を
祈
念
す
る
。
珠
玉
を
含
ん
だ
口
の
左
右
に
は
、
白
い
牙
が
そ
り
返
っ
て
半
円
形
に
繰
り
出
し
、
牙
の
先

は
色
布
で
結
ば
れ
る
。
目
は
ら
ん
ら
ん
と
光
り
、
首
は
天
に
向
か
い
神
々
し
く
み
え
る
。

龍
角

の
真
っ
直
ぐ
な
も
の
は

水
龍

、

湾
曲
し
た
も
の
は

山
龍

を
意
味
す
る
と
い
う
。

龍
角

の
造
形
に
は
水
牛
が
農
作
業
に
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
家
畜
で
あ

る
と
い
う
意
味
と
、
龍
と
水
牛
は
元
々
同
じ
だ
と
い
う
思
考
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
凱
里
市
や
雷
山
県
の
女
性
が
盛
装
す
る
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時
に
、
頭
上
に
飾
る
銀
飾
り
は
水
牛
の
角
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
銀
飾
り
に
は
龍
の
装
飾
の
彫
り
こ
み
も
あ
る
。

雷
山
県
や
台
江
県
に
伝
わ
る
人
類
起
源
の
神
話
で
は
水
牛
と
龍
は
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
（M

ais
B
a
n
g
x

M
ais

Lief.

胡
蝶

媽
媽
）
が
生
ん
だ
十
二
の
卵
の
中
か
ら
一
緒
に
出
現
し
［
馬
・
今
（
編
）

一
九
八
三
‥
一
七
六
］、
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
神
話
的
思
考

を
宿
し
て
い
る
。

龍
船
の
始
ま
り
の
儀
礼
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
施
洞
で
聞
書
を
と
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
龍
船
を
水
に
降
ろ
す
前

に
川
辺
に
小
さ
な
樹
を
さ
し
て
、
枝
に
白
い
布
を
か
け
、
一
羽
の
白
い
雄
鶏
を
殺
し
て
、
鶏
血
で
白
い
布
を
紅
く
染
め
る
。
酒
と
肉

を
供
物
に
し
て
捧
げ
、
線
香
を
燈
し
て
紙
銭
を
焼
く
。
巫
師
が
祭
祀
を
執
行
し
て
祖
先
の
霊
魂
を
招
い
て
祀
る
（
祭
祖
）。
祖
先
を

招
い
て
、
現
在
の
生
き
て
い
る
人
々
と
一
緒
に
賑
や
か
に
過
ご
す
の
で
あ
る
。
龍
船
の
頭
に
は
紅
い
絹
布
（
紅
綢
）
を
か
け
、
龍
が

お
だ
や
か
に
な
る
こ
と
（
龍
順
）
を
願
う
。
龍
船
が
水
に
降
ろ
さ
れ
る
時
、
鉄
砲
を
鳴
ら
す
。
出
発
時
に
も
三
回
、
龍
船
が
各
村
に

つ
く
前
に
三
回
鳴
ら
し
、
村
の
人
々
に
龍
船
が
来
た
こ
と
を
通
知
す
る
。

一
九
八
二
年
の
報
告
〔
呉
通
発

一
九
八
二
‥
一
一
六
〕
で
補
う
と
、
龍
船
を
水
に
下
ろ
す
時
は
、

寨
老

が
河
原
の
船
の
前
で
、

早
朝
に
祖
先
祭
祀
を
行
い
龍
船
の
起
源
に
つ
い
て
の
唱
え
言
を
す
る
。
こ
の
祈
願
を
苗
語
で
テ
ィ
ガ
ー
ハ
ー
（dit

g
h
a
b
h
hia

b.

地

戛
哈
）
と
い
い
山
の
神
（va

n
g
x
dio

n
gl

）
を
祀
る
。
白
い
鶏
を
供
犠
し
て
、
山
の
神
に
龍
船
の
安
全
を
祈
り
、
銅
鑼
と
太
鼓
を
鳴

ら
し
て
龍
船
を
漕
ぎ
出
す
。

木
を
伐
っ
て
龍
船
に
す
る
儀
礼
に
つ
い
て
は
一
九
六
二
年
の
報
告
が
詳
し
い
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
四
］。
そ
れ
に
よ
る
と
、

材
料
の
樹
木
は
村
を
守
護
す
る
大
樹
の
場
合
も
あ
る
の
で
、
勝
手
に
伐
っ
て
は
い
け
な
い
。
鴨
を
殺
し
て
兄
弟
神
（
風
景
樹
神

）
）
を

祀
り
、
鶏
を
殺
し
て
眼
の
開
閉
が
一
致
し
て
吉
と
な
れ
ば
同
意
が
得
ら
れ
た
と
し
て
伐
る
。
伐
採
時
に
鴨
一
羽
、
魚
三
匹
、
酒
、
肉
、

香
紙
を
樹
神
に
捧
げ
て
祀
る
。
樹
の
持
主
が
木
を
売
ら
な
い
時
は
、
樹
神
を
祀
り

長
年
こ
こ
に
お
ら
れ
る
あ
な
た
を
龍
に
し
た
い

の
で
す
が
、
持
主
は
売
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
。
彼
に
夢
の
お
告
げ
を
下
し
て
、
龍
に
な
る
日
が
早
く
く
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す

と

祭祀と世界観の変容

201



唱
え
る
。
す
る
と
木
の
持
主
に
夢
の
お
告
げ
が
下
り
、
お
前
の
家
の
息
子
は
死
ん
で
家
が
絶
え
る
と
警
告
す
る
と
い
う
。
伐
採
に
は

儀
礼
の
執
行
と
禁
忌
の
保
持
が
必
要
で
あ
る
。
最
初
に

我
々
は
あ
な
た
を
龍
に
し
ま
す
。
こ
こ
に
止
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

と
唱
え
、
伐
採
前
後
は
不
吉
な
話
は
し
な
い
。
龍
船
用
の
木
に
は
真
正
の
龍
だ
と
い
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
付
近
の
龍

が
つ
い
て
き
て
山
地
を
荒
ら
し
て
し
ま
う
。
木
を
運
搬
す
る
場
合
、
必
ず
一
日
で
到
着
す
る
と
言
わ
な
い
と
木
は
動
か
な
く
な
る
。

木
が
村
に
到
着
し
た
ら
、
鶏
を
殺
し
て
大
工
の
祖
先
の
魯
班
（
魯
般
。
春
秋
時
代
の
魯
の
工
匠
で
、
後
世
に
祭
神
と
さ
れ
た
）
を
祀
り
、

製
作
を
開
始
す
る
。

い
ず
れ
も
樹
木
に
宿
る
生
命
力
へ
の
信
頼
が
根
底
に
あ
り
、
一
木
造
り
と
い
う
船
の
持
つ
野
性
の
力
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
。
そ

こ
に
は
慈
し
む
自
然
と
荒
ぶ
る
自
然
と
い
う
両
義
性
の
認
識
が
伴
っ
て
い
る
。

五

龍
船
節
の
開
始

船
の
出
発
日
の
朝
、
巫
師
（
鬼
師
）
の
シ
ャ
ン
リ
ャ
ン
（xa

n
g
s
dlia

n
g
d.

霊
魂
の
師
匠
）
を
頼
ん
で
、
船
の
傍
ら
で
龍
船
の
起
源

を
語
り
祭
祀
の
願
い
事
を
語
る

鼓
経

を
念
じ
て
も
ら
い
、
白
い
雄
鶏
を
殺
し
て
山
の
神
に
捧
げ
祀
っ
て
船
の
安
全
を
祈
る
。
こ

の
時
、
地
上
に
人
の
身
長
と
同
じ
高
さ
の
一
本
の
杭
を
打
ち
こ
み
、
上
に
傘
を
括
り
つ
け
る
が
、
動
か
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。

船
の
上
の
儀
礼
で
は
、

鼓
頭

が
酒
と
肉
を
船
上
に
撒
い
て
、
当
地
の
風
水
神
を
招
請
し
て
中
饗
を
捧
げ
る
。

一
九
七
九
年
の
報
告
で
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
五
│
三
五
六
］。

毎
年
〝
五
月
五
日

の
数
日
前
に
な
る
と
龍
船
を
持
つ
村
で
は
船
を
格
納
し
て
あ
る
村
は
ず
れ
の
〝
龍
船
棚

か
ら
龍
船
を
出
し
、
河

辺
に
運
ん
で
き
れ
い
に
洗
い
あ
げ
、
必
要
な
修
理
補
強
を
加
え
る
。
桐
油
等
を
用
い
て
す
み
ず
み
ま
で
磨
き
あ
げ
光
る
ほ
ど
に
真
っ
赤
に
す

る
。
よ
く
乾
か
し
て
二
隻
あ
る
〝
子
龍
船

を
細
竹
で
〝
母
龍
船

の
両
脇
に
縛
り
付
け
〝
龍
頭

を
描
き
記
す
。
龍
船
の
前
か
ら
第
二
番
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目
の
船
腹
の
板
の
上
に
〝
小
龍

と
〝
龍
鑼

を
差
し
込
む
。
こ
れ
で
準
備
作
業
は
ほ
ぼ
完
了
す
る
。
準
備
の
作
業
が
終
わ
る
と
祭
日
の
前

日
の
午
後
に
ま
ず
一
度
〝
下
水

（
船
降
ろ
し
）
の
儀
式
を
と
り
行
う
。
場
内
を
一
周
す
る
パ
ー
チ
ャ
（ba

d
ja
d.

爬
迦
）
を
行
う
。
年
長

者
あ
る
い
は
〝
掌
稍

（
舵
取
り
）
が
祝
詞
を
唱
え
る
が
、
龍
船
と
船
を
漕
ぐ
人
を
祝
福
し
、

行
き
に
は
水
牛
の
よ
う
に
勇
猛
に
、
帰
り
に

は
駿
馬
の
よ
う
に
敏
速
に

（m
al
liu

s
nix

k
a
b,

dia
n
g
d
liu

s
m
eik

k
a
n
g
d

）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い
茅
草
（
芭
茅
草
。

邪
気
を
払
う
避
邪
剣
に
な
ぞ
ら
え
る
）
を
手
に
と
っ
て
水
に
浸
し
、
龍
船
と
漕
ぎ
手
に
水
を
振
り
注
ぐ
。
こ
の
時
、
鴨
（
ア
ヒ
ル
）、
鵞
鳥

（
ガ
チ
ョ
ウ
）、
酒
な
ど
を
用
意
し
（
鼓
頭
の
指
図
に
従
っ
て
）、
生
贄
を
捧
げ
て
血
を
茅
の
草
に
垂
ら
し
て
、
高
ら
か
に

山
水
の
神
霊
に

感
謝
！

（but
h
a
ut

n
a
n
g
x
d
a
n
gl

bil
lu
b

）
と
叫
び
、
全
て
の
船
の
人
が
一
斉
に
ホ
ウ
と
い
い
、
再
び
酒
を
船
端
に
注
ぎ
、
船
尾
の
人

ま
で
順
番
に
少
し
ず
つ
飲
み
ま
わ
す
。
こ
の
後
、
各
自
が
茅
の
草
を
一
本
ず
つ
母
船
の
後
部
に
指
し
込
み
、
全
員
で
声
を
揃
え
て

出
発
だ
、

兄
弟
よ
！

（da
x
m
a
d,

jid
d
eix

）
と
叫
ぶ
。
神
と
人
に
対
し
て
二
通
り
の
意
味
を
持
つ
言
葉
で
神
に
呼
び
か
け
、
同
時
に
皆
で
一
丸
と

な
っ
て
協
力
す
る
心
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
太
鼓
や
銅
鑼
が

哆

と
叩
か
れ
、
鉄
砲
の
音
が
し
て
船
は
動
き
出
す
。
漕
ぎ
手

は
〝
龍
船
歌

を
歌
い
は
じ
め
、
船
は
水
面
を
波
を
き
っ
て
進
み
出
す
…
…
。

龍
船
節
は
龍
の
宿
る
神
木
を
伐
り
出
し
、
樹
木
の
神
霊
を
船
体
に
移
す
こ
と
で
始
ま
る
。
そ
し
て
、
船
降
ろ
し
で
は
、
茅
草
で
魔

除
け
を
行
い
山
水
神
霊
に
犠
牲
の
供
物
を
捧
げ
て
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
す
。

龍
船
歌

で
は
祭
祀
の
起
源
を
語
り
、
乗
組
員
の
漕

ぐ
様
子
を
讃
え
、
豊
作
を
祈
願
す
る
内
容
が
謡
わ
れ
る
。
雨
が
降
ら
な
い
時
に
は
特
別
の
雨
乞
い
歌
が
あ
る
と
い
う
。
龍
船
に
の
り

う
つ
っ
た
龍
を
、
鼓
頭
（
龍
頭
）
と
打
鑼
手
（
龍
鑼
手
）
が
統
御
し
て
、
人
間
に
幸
を
齎
す
善
龍
に
転
換
さ
せ
る
の
だ
が
、
龍
船
に

は
山
中
に
い
る
魔
性
の
龍
も
忍
び
込
ん
で
荒
ら
し
ま
わ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
両
義
性
を
帯
び
て
い
た
。
龍
は
山
嶺

（va
n
g
x
bil

）
や
山
麓
（da

n
gl

bil

）
に
い
る
諸
霊
の
一
つ
で
、
山
の
神
霊
で
あ
る
と
共
に
水
の
神
霊
で
、
樹
木
も
リ
ャ
ン

（dlia
n
g
b.

神
霊
）
を
宿
し
て
い
る
。
船
は
諸
々
の
神
霊
が
凝
結
し
、
龍
は
可
視
化
さ
れ
た
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。
黔
東
南
に
伝

わ
る
人
類
始
祖
神
話
で
、
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
が
産
ん
だ
十
二
の
卵
の
中
に
人
間
も
龍
も
一
緒
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、

水
牛
や
雷
公
な
ど
と
共
に
兄
弟
と
観
念
さ
れ
る
。
山
や
水
、
樹
木
や
河
川
の
霊
は
流
動
性
を
帯
び
相
互
浸
透
と
相
互
転
換
の
契
機
を
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持
ち
、
人
間
の
側
か
ら
祭
祀
と
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
で
生
活
を
守
護
す
る
も
の
に
転
化
す
る
。

六

龍
船
節
の
全
体
状
況

現
行
の
龍
船
節
の
始
ま
り
の
日
は
五
月
五
日
の
端
午
節
で
、
龍
船
は
大
き
な
村
は
二
艘
、
小
さ
な
村
は
一
艘
出
し
、
一
艘
の
大
き

な
母
船
に
二
艘
の
小
船
が
つ
く

子
母
船

の
形
式
を
と
る
。
母
船
の
長
さ
は
七
丈
（
約
二
三

m）
で
、
幅
は
三
尺
（
約
一

m）、
子

船
は
五
丈
（
一
六
・
五

m）
で
あ
る
。
龍
船
は
龍
を
最
初
に
見
つ
け
た
村
で
あ
る
勝
秉
に
集
ま
っ
て
、
祭
り
の
日
を
祝
う
糯
米
飯

（
お
こ
わ
）
を
食
べ
、
平
兆
か
ら
龍
船
を
出
し
清
水
江
を
遡
っ
て
上
流
の
平
寨
へ
と
向
か
う
。
現
在
で
は
一
旦
、
休
止
期
間
に
入
り
、

本
格
的
に
は
五
月
二
四
日
に
平
寨
の
長
塘
口
に
集
結
し
て
四
日
間
に
及
ぶ
龍
船
節
が
始
ま
る
（
写
真
1
）。
川
辺
、
井
戸
、
村
の
入

口
、
川
筋
な
ど
で
龍
神
を
祀
り
、
供
物
を
台
に
載
せ
雨
傘
と
紅
布
を
置
き
、
紙
銭
を
燃
や
し
、
芭
茅
草
と
青
草
を
供
え
る

）
。
祈
願
の

後
に
出
発
す
る
が
、
水
夫
た
ち
は
目
的
地
に
着
く
前
に
、
各
人
が
一
束
の
茅
草
と
青
草
を
持
ち
、
龍
船
を
漕
い
で
一
周
し
た
後
に
、

水
中
に
投
げ
入
れ
て
人
々
の
平
安
と
無
事
を
祈
る
。
龍
船
が
到
着
す
る
前
に
は
、
鉄
砲
が
三
発
鳴
り
、
太
鼓
が
続
け
ざ
ま
に
打
た
れ
、

龍
船
歌
が
湧
き
上
が
る
。
接
岸
す
る
と
親
戚
や
友
人
が
出
迎
え
る
が
、
特
に
乗
組
員
の
親
戚
が
い
る
村
で
は
盛
大
で
あ
る
。
村
人
は

酒
で
も
て
な
し
白
い
鶏
（gh

eib

）、
鴨
（gas

）、
鵞
鳥
（ng

a
n
g
s

）
を
贈
物
と
し
て
提
供
し
龍
船
の
頸
に
か
け
ら
れ
る

）
（
写
真
2
）。

漕
ぎ
手
は
糯
米
飯
（naif

n
ef

）
や
野
菜
や
肉
を
人
々
に
提
供
す
る
が
、
船
上
の
も
の
を
食
べ
る
と
厄
払
い
と
な
り
何
で
も
願
い
が

叶
う
と
さ
れ
る
。
特
別
の
手
土
産
に
は
粽
が
あ
り
、
乾
燥
し
た
植
物
の
茎
や
藁
を
焼
い
て
灰
に
し
て
糯
米
と
混
ぜ
て
水
に
つ
け
て

（
灰
汁
）、
葉
で
包
ん
で
一
晩
蒸
し
て
作
る
。
客
人
に
あ
げ
た
り
一
緒
に
食
べ
た
り
す
る
。
供
物
と
し
て
水
中
に
投
げ
込
む
こ
と
は
し

な
い
。
灰
汁
の
利
用
は
貴
州
で
は
か
つ
て
は
塩
が
取
れ
ず
灰
汁
か
ら
塩
分
を
補
給
し
た
名
残
で
、
祭
祀
の
料
理
に
用
い
ら
れ
る

）
。
通

常
の
村
は
祖
先
を
同
じ
く
す
る
同
姓
の
父
系
親
族
集
団
（
鼓
社
。
鼓
臓
。
チ
ャ
ン
ニ
ウ
〈ja

n
g
d
niel

〉
を
漢
族
風
に
解
釈
）
で
構
成
さ
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れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
同
じ
村
内
で
は
結
婚
（xo

b
din

b

）
で
き
な
い
の
で
、
別
の
村
を
訪
問
す
る
と
、
嫁
に
い
っ
た
娘
の
婿
の

家
が
あ
る
な
ど
姻
戚
関
係
の
親
戚
が
多
い
。

鼓
頭

の
親
戚
が
い
る
場
合
は
、
相
手
側
は
船
に
豚
（bat

）
あ
る
い
は
山
羊
を
贈
る

義
務
が
あ
る
。
贈
物
の
数
が
多
い
ほ
ど
龍
船
を
先
導
し
て
太
鼓
を
打
つ

鼓
頭

（gh
a
b
niel

）
の
人
気
が
高
い
と
さ
れ
る
。
贈
物

の
内
容
は
記
帳
し
て
お
い
て
、
別
の
機
会
に
お
返
し
を
す
る
。
四
日
間
に
わ
た
っ
て
村
々
を
巡
る
の
で
、
か
つ
て
は
龍
船
の
総
数
は

四
〇
艘
を
越
え
て
壮
観
だ
っ
た
と
い
う

）
。

一
九
六
二
年
に
採
集
さ
れ
た
龍
船
歌
で
は

龍
船
の
頭
を
握
っ
て
無
事
に
漕
い
で
下
さ
い
。
農
作
物
の
成
長
の
雨
を
お
願
い
し
ま

す
。
龍
船
が
く
る
と
、
美
し
い
娘
た
ち
が
現
れ
ま
す
。
鴨
の
卵
の
よ
う
に
化
粧
し
て
、
川
岸
は
花
盛
り
で
す
。
有
難
う
有
難
う
。
贈

物
に
感
謝
し
ま
す
。
贈
物
を
貰
っ
て
、
心
か
ら

喜
ん
で
い
ま
す
。
娘
た
ち
は
綺
麗
な
衣
服
を
着

て
、
全
身
を
銀
飾
り
で
覆
い
ま
す
。
五
月
の
龍

船
節
が
来
る
と
、
休
息
を
と
り
ま
す
。
龍
船
節

が
終
わ
る
と
、
娘
た
ち
は
手
提
げ
籠
を
持
っ
て

帰
り
、
刺
繍
を
し
ま
す
。
兄
弟
た
ち
は
働
き
ま

す
。
毎
日
遊
ぶ
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
［
楊

通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
八
］
と
謡
わ
れ
て
い

た
。行

事
の
特
徴
は
、
船
尾
に
茅
草
（na

n
g
x

g
h
aib

）、
あ
る
い
は
芭
茅
草
（na

n
g
x
d
o
n
g
b.

チ
ガ
ヤ
）
を
使
っ
て
、
厄
除
け
や
僻
邪
を
願
う

写真2 龍船への供物

写真1 龍船を漕ぐ
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こ
と
で
、
そ
の
理
由
は
茅
の
成
長
力
が
旺
盛
で
力
が
あ
り
、

葉
の
側
面
が
鋭
い
刃
物
状
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の

習
俗
は
漢
族
が
端
午
節
に
魔
物
除
け
と
し
て
家
々
の
軒
先
に

挿
す
菖
蒲
と
類
似
し
て
い
る
が
、
苗
族
は
茅
草
に
独
自
の
避

邪
の
機
能
を
見
出
し
て
い
る
。
茅
草
は
創
世
神
話
で
は
蝶
々

の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
の
祖
母
の
パ
ン
シ
ャ
ン
（Ba

n
g

X
a
n
g.

榜
香
）
の
眉
毛
が
変
じ
た
と
さ
れ
［
馬
・
今
（
編
）

一
九
八
三
‥
一
一
五
］、
特
別
な
草
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
清
代
の
同
治
年
間
に
施
洞
に
数
年
住
ん
で
い

た
徐
家
幹
の

苗
疆
聞
見
録

（
光
緒
四
年
、
一
八
七
三
）
で

は
、
龍
船
の
前
部
に
は
龍
頭
、
後
部
に
は
鳳
凰
の
尾
を
つ
け
た
と
あ
り

）
、
茅
草
の
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
鳳
凰
の
尾
は

青
茅

草

の
大
束
を
象
徴
す
る
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
四
七
］。
鳳
凰
の
造
形
は
漢
族
で
は
吉
祥
の
印
で
も
あ

り
、
漢
族
文
化
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
が
、
尾
羽
を
茅
草
に
見
立
て
る
の
は
苗
族
の
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。
施
洞
の
女
性
は
盛
装
す

る
時
に
は
鳳
凰
の
銀
飾
り
を
頭
上
に
つ
け
る
な
ど
、
漢
族
の
影
響
が
色
濃
く
（
写
真
3
）、
盛
装
の
衣
装
に
は
水
辺
に
住
む
魚
や
蝦
、

神
話
に
表
れ
る
楓
・
蝶
々
・
鳥
・
百
足
・
龍
な
ど
生
活
に
密
着
し
た
生
物
が
刺
繍
で
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
水
と
の
繋
が
り
が
深
い

生
物
を
描
く
の
が
こ
の
地
の
特
色
で
、
龍
と
の
戦
い
を
描
く
図
案
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
龍
は
水
の
神
や
山
の
神
で
あ
る
と
共
に

水
死
者
の
霊
な
ど
祟
り
な
す
も
の
を
表
象
し
、
水
と
の
暮
ら
し
を
続
け
て
き
た
清
水
江
や
巴
拉
河
流
域
の
人
々
に
は
大
き
な
意
味
が

あ
っ
た
。

船
漕
ぎ
は
午
後
三
時
頃
が
頂
点
で
、
龍
の
く
ね
る
形
に
船
の
列
を
整
え
て
漕
ぐ
。
競
争
を
す
る
場
合
は
、
村
同
士
、
或
い
は
内
部

写真3 施洞苗族の盛装
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対
抗
で
あ
る
が
、
水
夫
が
二
艘
の
子
船
に
立
ち
、
各
段
四
人
ず
つ
四
段
で
二
列
、
計
三
二
人
が
漕
ぐ
。
船
上
に
三
人
か
五
人
が
立
っ

て
指
揮
を
と
り
号
令
を
発
す
る
。
し
か
し
、
競
渡
は
龍
船
節
の
目
的
で
は
な
く
、
村
々
を
訪
問
し
て
、
村
と
村
と
の
団
結
を
強
め
、

お
互
い
の
雰
囲
気
が
良
く
な
る
よ
う
に
と
願
う
社
会
交
流
が
趣
旨
で
あ
る
。
龍
に
対
し
て
は
天
候
が
順
調
で
雨
に
恵
ま
れ
る
こ
と
と

（
風
調
雨
順v

ut
e
b
v
ut

n
o
n
g
s

）、
作
物
が
育
っ
て
豊
作
に
恵
ま
れ
る
こ
と
（
穀
物
豊
饒
）
を
祈
願
し
て
生
活
の
安
定
を
願
う
。
田
植

が
終
了
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
雨
水
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
気
持
が
、
龍
を
か
た
ど
っ
た
船
を
出
し
て
、
乗
員
も
龍
と
一
体
化
す

る
こ
と
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
々
が
病
気
に
な
ら
ず
健
康
で
安
全
な
生
活
が
お
く
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
国
家
泰
平
で
民
衆

が
平
和
で
あ
る
こ
と
（
国
泰
民
安
）
も
願
う
。
龍
船
の

龍
角

に

風
調
雨
順
、
国
泰
民
安

と
書
き
、

民
族
団
結
、
増
加
生

産

と
記
し
た
布
を
取
り
付
け
る
な
ど
、
祭
祀
の
目
的
を
国
家
や
民
族
に
も
言
及
し
変
化
の
様
相
を
見
せ
る
。

龍
船
は
五
月
二
四
、
二
五
、
二
六
、
二
七
日
の
四
日
間
で
あ
る
が
、
最
も
盛
り
上
が
る
日
は
二
五
日
の
塘
龍
で
、
龍
の
分
配
の
決

定
に
参
加
し
た
と
さ
れ
る
村
々
の
龍
船
は
必
ず
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
川
面
で
は
船
漕
ぎ
競
争
が
あ
り
、
最
後
に
船
の
人
は

全
員
で

放
排

を
軽
く
歌
い
、
軽
く
一
回
り
（
爬
迦
。ba

d
ja
d

）
し
て
帰
る
。
岸
辺
で
は
太
鼓
踊
り
（

鼓
。zu

k
niel

）
）、
闘
牛

（nix
xit

dief

）、
闘
鳥
（nes
xit

dief

）、
対
歌
（xit

sa
h
h
za

k

）
）、
賽
馬
（xa

n
gt

m
al.

馬
相
互
の
戦
い
）
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
女
性

は
盛
装
し
て
、
盧
笙
場
の
真
中
に
置
い
た
皮
鼓
を
叩
く
音
に
合
わ
せ
て
歌
い
踊
る
。
若
い
男
女
は
川
岸
に
集
っ
て
ユ
ー
フ
ァ
ン

（ye
x
fa
n
g
b,

y
o
u
x
fa
n
g
x.

游
方
）
を
し
て
、
対
歌
で
の
恋
愛
を
楽
し
む
。
祭
り
は
善
き
配
偶
者
を
見
つ
け
る
絶
好
の
機
会
な
の
で

あ
る
。
若
い
女
性
は
こ
の
日
の
た
め
に
何
日
も
か
け
て
刺
繍
に
励
み
、
銀
飾
り
を
整
え
、
綺
麗
に
着
飾
っ
て
祭
り
に
臨
む
。
刺
繍
は

女
性
の
嗜
み
で
あ
り
、
衣
装
は
本
人
が
調
え
る
の
で
、
祭
り
の
当
日
は
そ
の
巧
拙
や
技
法
に
よ
っ
て
人
格
を
判
断
さ
れ
る
か
ら
真
剣

で
あ
る
。
最
後
の
二
七
日
は
施
洞
と
蓼
洞
へ
船
が
集
ま
っ
て
来
る
。
最
終
日
に
つ
い
て
は
、
施
洞
口
と
六
合
で
漕
ぎ
、
施
秉
県
六
合

郷
方
洞
下
寨
（
苗
語
漢
語
表
記

嘎
朶
様

）
が
最
終
地
点
で
、
村
名
は

龍
尾
巴

の
意
味
だ
と
い
う
［
成
文
魁
・
李
瑞
岐
・
任
朝

軍

一
九
九
一
‥
九
二
］。
龍
尾
の
村
を
最
後
に
し
て
龍
船
節
は
終
了
す
る
。
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龍
船
節
の
最
後
の
日
、
各
船
は
自
分
の
村
に
戻
り
、
皆
で
一
緒
に
集
ま
っ
て
酒
と
肉
、
香
紙
で
龍
を
祀
り
、
船
上
の
白
い
鶏
、
鴨
、

鵞
鳥
、
山
羊
、
豚
を
食
べ
、
糯
米
酒
を
飲
み
解
散
す
る
。
祭
祀
の
終
了
後
、
船
を
岸
辺
に
引
き
上
げ
て
、

長
亭

に
納
め
て
油
を

塗
り
、
翌
年
の
祭
り
に
備
え
る
の
で
あ
る
。

七

龍
船
節
の
担
い
手
た
ち

龍
船
節
の
担
い
手
の
主
役
は
龍
船
の
構
成
員
で
あ
り
、

鼓
頭

打
鑼
手

水
夫

か
ら
な
る
［
呉
通
発

一
九
八
二
‥
一
一
六
］。

施
洞
の
龍
躍
套
の
話
で
は
、
各
々
を

龍
頭

龍
尾

龍
夫

と
表
現
し
、
船
は
龍
と
見
な
さ
れ
、
乗
員
が
か
つ
て
身
に
つ
け
て

い
た
蓑
を
龍
の
鱗
に
見
立
て
る
な
ど
、
人
と
龍
と
船
を
同
化
す
る
意
味
合
い
が
強
い
。
一
九
六
二
年
と
一
九
八
二
年
の
調
査
報
告

［
楊
通
儒

一
九
八
六
、
呉
通
発
一
九
八
二
］、
及
び
一
九
八
三
年
と
一
九
八
五
年
の
施
洞
で
の
現
地
調
査
の
見
聞
に
従
っ
て
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
廷
貴
と
酒
素
の
一
九
七
九
年
の
報
告
は
注
に
転
記
し
て
あ
る
。

①
鼓
頭

龍
船
を
出
す
村
を
代
表
し
て
太
鼓
を
打
つ
役
で
、
ガ
ニ
ウ
（gh

a
b
niel,

g
a
ot

niel

）
と
い
う

）
。
鼓
頭
は
重
要
な
役
と
さ
れ
、
龍

船
を
出
す
村
の
住
人
で
長
老
の
中
か
ら
全
村
人
の
推
薦
で
威
信
と
信
望
の
あ
る
人
が
選
ば
れ
る
。
家
族
構
成
と
し
て
妻
・
息
子
・

娘
・
嫁
・
孫
な
ど
が
皆
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
背
を
舳
先
に
向
け
て
水
夫
と
向
き
合
っ
て
座
る
。
左
手
に
持
っ
た
太
鼓

を
右
手
で
一
定
の
拍
で
叩
い
て
打
ち
、
船
の
速
さ
に
応
じ
て
変
え
る
。
太
鼓
は
龍
鼓
と
も
い
い
、
長
さ
一
尺
、
厚
さ
七
、
八
寸
の
皮

鼓
（niel

d
u
d

）
で
あ
る
。
夏
布
の
白
い
絹
の
長
衫
（ud

d
a
d

）
を
着
て
、
黒
い
縁
取
り
の
あ
る
紅
色
な
い
し
は
青
色
の
袖
な
し
衣

を
は
お
り
、
龍
を
刻
ん
だ
銀
飾
り
の
環
を
首
に
か
け
る
（
写
真
4
）。
頭
に
は
麦
藁
帽
子
を
被
り
、
最
近
で
は
黒
眼
鏡
を
掛
け
る
。
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鼓
頭
は
毎
日
、
糯
米
飯
を
大
き
な
甑
で
炊
い
て
船
内
の
人
々
の
食
事
を
賄
う
義
務
が
あ
り
、
午
飯
の
時
に
は
酒
、
鶏
、
鴨
、
鵞
鳥
な

ど
の
肉
を
準
備
す
る
。
更
に
親
し
い
人
々
も
招
待
す
る
。
船
上
で
の
食
事
は
箸
を
用
い
て
は
な
ら
ず
手
掴
み
で
食
べ
る
。
食
事
は
壮

年
の
女
性
た
ち
が
手
伝
っ
て
準
備
す
る
が
、
子
供
が
い
る
若
い
女
性
は
参
加
で
き
な
い
。
ま
た
糯
米
飯
を
蒸
す
時
に
、
甑
に
蓋
を
せ

ず
、
飯
が
出
来
た
ら
鶏
、
鴨
、
鵞
鳥
、
肉
な
ど
を
甑
面
に
載
せ
て
船
上
に
置
く
。
飯
や
肉
を
煮
る
時
に
汁
を
こ
ぼ
す
こ
と
、
ひ
っ
く

り
返
す
こ
と
は
禁
忌
で
、
こ
れ
を
破
る
と
船
が
覆
る
と
さ
れ
る
［
李
（
編
）
一
九
八
三
‥
二
〇
七
］。
つ
ま
り
、
通
常
で
は
行
わ
な
い

調
理
法
を
と
り
、
禁
忌
を
課
し
て
非
日
常
性
を
維
持
す
る
。

鼓
頭
は
龍
船
が
村
に
到
着
す
る
と
、
白
い
鶏
、
鴨
、
鵞
鳥
な
ど
の
贈
物
を
多
数
受
け
取
り
、
龍
頭
の
頸
に
吊
し
て
お
く
。
贈
物
の

内
容
は
親
族
関
係
や
親
密
度
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
。
か
つ
て
は
牛
や
馬
の
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
祭
祀
の
終
了
後
に
贈
物
を

分
配
す
る
が
、
鼓
頭
は
豚
を
殺
し
て
酒
を
振
舞
う
義
務
が
あ
り
、
招
待
客
は
一
村
一
氏
族
の
場
合
は
村
人
全
員
と
な
り
巨
額
の
出
費

を
伴
う
。
宴
席
上
で
来
年
度
の
新
し
い
鼓
頭
を
選
出
す
る
。
通

常
は
順
番
に
回
り
も
ち
で
行
い
、
経
済
的
に
困
難
な
者
が
あ
た

る
と
酒
肉
を
出
す
こ
と
で
購
っ
て
別
の
人
に
回
す
こ
と
も
出
来

る
。
皮
鼓
は
新
し
い
鼓
頭
へ
送
ら
れ
、
龍
頭
は
特
定
の
家
で
次

の
年
ま
で
保
存
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
富
裕
層
が
担
当
し
た
鼓
頭

は
、
解
放
後
の
大
き
な
変
化
を
経
て
、
平
等
な
形
の
選
出
へ
と

変
化
し
た

）
。
鼓
頭
は
龍
鼓
手
と
も
訳
さ
れ
る

）
。

②
打
鑼
手

銅
鑼
（niel

g
h
o
d

）
を
叩
く
男
の
子
で
、
デ
ィ
ニ
ウ
シ
ャ

写真4 鼓頭

祭祀と世界観の変容

209



（die
e
b
niel

h
sa
b

）
と
い
う
。
資
格
と
し
て
は
祖
父
母
・
父
母
・
兄
弟
姉
妹
が
皆
揃
っ
て

い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
、
年
齢
は
一
〇
歳
か
ら
少
し
上
で
、
鼓
頭
が
ど
の
鼓
社
か
ら
出

る
か
を
決
定
し
た
後
に
、
同
じ
一
族
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
。
女
装
し
て
銀
の
首
飾
り
と
銀

の
装
飾
品
を
身
に
付
け
、
頭
に
精
緻
な
銀
飾
り
を
つ
け
る
（
写
真
5
）。
打
鑼
手
は
鼓
頭

か
ら
四
～
五
尺
離
れ
た
所
に
い
て
対
峙
し
、
左
手
で
縄
で
吊
る
さ
れ
た
銅
鑼
を
持
ち
、
右

手
の
棒
で
叩
い
て
打
ち
鳴
ら
す
。
船
を
漕
ぐ
時
は
、
大
鼓
の
ト
ン
ト
ン
（do

n
g
b
d
o
n
g
b.

）
と
い
う
音
に
合
わ
せ
て
銅
鑼
を
叩
き
、
合
体
し
て
ト
ン
ト
ン
ト
ゥ
（

哆
、

哆
！
）
と
鳴
ら
す
。
行
事
の
終
了
後
、
鼓
頭
か
ら
鵞
鳥
が
贈
ら
れ
る
。
鼓
頭
は
龍
船
の

由
来
譚
で
語
ら
れ
て
い
る
悪
龍
を
焼
い
て
退
治
し
た
英
雄
の
父
の
ポ
ゥ
（
保
氏
、
宝
氏
。

B
o
d

或
い
はB

a
o
d

）
に
見
立
て
ら
れ
、
打
鑼
手
は
龍
譚
に
落
ち
て
龍
に
殺
さ
れ
た
子
供

の
チ
ュ
ウ
ポ
ウ
（
久
保
、
久
宝
。Ju

x
B
o
d

）
の
再
来
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
銅
鑼
は

龍

鑼

と
も
呼
ば
れ
、
独
特
な
形
の
楽
器
で
音
色
に
特
徴
が
あ
り
神
聖
視
さ
れ
る
。
銅
鑼
で

は
な
く
、
銅
鼓
（niel

d
e
x

）
を
叩
く
場
合
も
あ
る
が
、
鑼
も
鼓
も
ニ
ウ
（niel

）
と
い
う
同
じ
名
称
で
、
機
能
は
同
様
で
神
霊
を
招

く
と
共
に
魔
物
を
鎮
圧
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

）
。
打
鑼
手
は
龍
鑼
手
と
も
訳
さ
れ
る
。
か
つ
て
唐
末
の
詩
人
、
温
庭
筠
が

河
瀆

神
詞

で

銅
鼓
鳴
ら
し
て
神
た
り
、
庭
中
、
織
は
た
め
く
。
水
村
江
浦
に
風
雨
過
ぎ
れ
ば
、
楚
山
は
画
の
ご
と
く
晴
れ
わ
た
る

と
記
し
た
、
川
の
神
を
祀
る
湖
南
の
習
俗
を
想
起
さ
せ
る
。

③
水
夫

船
の
主
力
の
漕
ぎ
手
で
、
片
側
に
一
六
人
ず
つ
、
両
側
で
三
二
人
か
ら
構
成
さ
れ
、
両
脇
の
子
船
に
漕
ぎ
手
が
乗
っ
て
立
ち
な
が

写真5 打鑼手

法学研究 83 巻 2 号（2010 : 2）

210



ら
漕
ぐ
。
村
内
の
働
き
盛
り
で
元
気
の
良
い
青
年
が
義
務
参
加
で
役
に
あ
た
る
。
船
尾
に
三
人
か
ら
五
人
乗
っ
て
、
一
人
が
行
先
を

指
し
示
し
号
令
一
下
で
漕
ぐ
。
水
夫
は
か
つ
て
は
同
一
の
父
系
親
族
集
団
（
氏
族cla

n

）
で
あ
る
鼓
社
（
チ
ャ
ン
ニ
ウ
。ja

n
g
d
niel

）

に
属
す
る
者
が
選
ば
れ
た
と
い
う
。
参
加
は
義
務
で
何
の
報
酬
も
受
け
な
い
が
、
祭
り
の
終
了
後
、

鼓
頭

の
家
な
い
し
は
全
村

人
の
集
会
の
宴
会
で
の
饗
応
に
あ
ず
か
る
。
衣
服
は
青
紫
色
に
染
め
た
木
綿
で
作
っ
た
対
襟
の
短
衫
（
一
重
上
着
）
を
着
て
、
腰
に

は
約
一
寸
の
花
柄
を
造
作
し
た
銀
の
腰
帯
を
締
め
、
藍
色
の
木
綿
の
ズ
ボ
ン
を
は
き
、
足
は
草
鞋
を
つ
け
る
。
頭
に
は

馬
尾
斗

笠

（m
os

g
h
a
b
d
aid

m
al

）
を
か
ぶ
る
。
こ
の
笠
の
縁
に
は
三
片
の
風
冠
の
よ
う
な
銀
片
を
つ
け
る
。
極
細
の
竹
線
と
馬
尾
で
編

み
、
細
い
銅
線
を
め
ぐ
ら
し
て
桐
油
を
塗
っ
た
、
雨
よ
け
日
よ
け
両
用
の
笠
で
あ
る
。
こ
の
笠
は
代
々
女
性
が
製
作
に
あ
た
り
、
既

婚
女
性
の
持
ち
物
で
あ
る
と
さ
れ
、
打
鑼
手
と
同
様
に
龍
船
節
に
女
性
原
理
が
浸
透
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
か
つ
て
は
龍
船
の
上

で
は
、
蓑
衣
を
つ
け
笠
を
冠
る
こ
と
で
、
雨
が
降
る
こ
と
を
祈
念
し
た
と
い
う
。
現
在
で
は
蓑
衣
は
ま
と
わ
な
い
が
、
笠
は
残
っ
て

い
る
。
水
夫
の
他
に
、
母
船
の
前
方
に
は

炮
手

（ba
n
g
d
h
x
o
n
gt

）
が
い
て
村
へ
の
到
着
・
出
発
・
通
過
の
際
に
鉄
砲
を
鳴
ら

す
役
を
務
め
、

撑
篙
者

が
い
て
棹
で
接
岸
を
操
る
。
船
尾
で
は

掌
稍

（
舵
取
り
）
が
船
の
航
行
を
指
示
す
る

）
。
水
夫
は
天
秤

棒
の
よ
う
に
動
い
て
河
面
を
櫂
で
打
つ
が
、
こ
の
様
相
は
由
来
譚
④
の
母
と
一
緒
に
き
た
息
子
が
水
面
を
船
に
見
立
て
た
洗
濯
棒
で

叩
い
て
遊
ん
で
い
た
ら
次
第
に
天
地
が
明
る
く
な
っ
た
と
い
う
故
事
に
因
む
と
い
う

）
。

施
洞
の
伝
承
で
は
、

鼓
頭

が
太
鼓
を
叩
き
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
子
供
の

打
鑼
手

が
銅
鑼
を
叩
く
の
は
、
由
来
譚
③
で
語

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
地
が
闇
に
包
ま
れ
て
川
辺
で
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
母
と
娘
が
お
互
い
を
探
し
求
め
て
、
川
の
水
を
玉
蜀
黍

の
棹
で

哆
、

哆

と
叩
い
た
故
事
に
因
ん
で
、
音
を
模
倣
す
る
の
だ
と
伝
え
る
。
ま
た
、
老
人
（
鼓
頭
）
と
少
年
（
打

鑼
手
）
が
、
鼓
と
銅
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
の
は
息
子
を
悪
龍
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
父
親
（
宝
氏
、
保
氏
）
が
、
仇
を
打
つ
意
味
が
籠
め

ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
禁
忌
と
し
て
は
、
巴
拉
河
口
の
龍
潭
を
過
ぎ
る
時
に
は
、
銅
鑼
を
鳴
ら
さ
な
い
こ
と
で
、
龍
を
驚
か
さ
な

い
よ
う
に
す
る
意
味
と
さ
れ
て
お
り
、
水
中
の
生
物
に
対
し
て
金
属
音
が
呪
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
茅
を
水
中
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に
投
じ
て
災
厄
を
祓
い
予
防
し
た
上
で
、
洗
濯
棒
を
叩
き
つ
け
る
所
作
に
な
ぞ
ら
え
て
漕
ぐ
こ
と
で
再
生
を
願
い
、
水
夫
は
蓑
笠
を

ま
と
っ
て
雨
乞
い
を
し
、
打
鑼
手
に
女
性
と
子
供
の
発
揮
す
る
力
の
象
徴
的
効
果
を
期
待
し
て
、
宇
宙
へ
の
大
き
な
働
き
か
け
の
力

を
呼
び
覚
ま
す
。

龍
に
な
っ
た
樹

と
し
て
の
龍
船
に
は
様
々
な
願
い
が
籠
め
ら
れ
た
。

鼓
頭

と

打
鑼
手

が
威
勢
よ
く
音
を
響
か
せ
、

水
夫

は
音
に
合
わ
せ
て
船
を
漕
ぐ
。
施
洞
に
住
む
苗
族
は
由
来
譚
の
父

親
と
久
宝
の
子
孫
と
信
じ
ら
れ
、
龍
船
に
乗
る

鼓
頭

と

打
鑼
手

は
そ
の
代
表
と
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

鼓
頭

打

鑼
手

水
夫

の
所
作
や
服
装
は
、
由
来
譚
で
語
ら
れ
て
い
た
神
話
的
な
語
り
の
再
現
の
様
相
を
帯
び
て
お
り
、
龍
を
退
治
し
て

再
生
し
た
原
初
の
出
来
事
を
繰
り
返
し
実
践
で
提
示
す
る
こ
と
で
人
々
の
日
常
生
活
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
神
話
世
界
と
現
実
世
界
の
連
続
性
と
い
う
主
題
は
、
龍
船
節
で
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

八

龍
船
節
の
総
合
的
考
察

①
歴
史
と
地
域

龍
船
節
に
は
複
雑
な
要
素
が
絡
み
合
い
、
行
事
の
分
布
や
担
い
手
も
多
様
で
あ
る
。
競
渡
や
龍
船
に
つ
い
て
は
地
域
で
は
、
中
国

南
部
の
湖
北
・
湖
南
・
江
蘇
・
浙
江
・
安
徽
・
福
建
・
広
東
・
広
西
・
江
西
・
四
川
・
雲
南
・
貴
州
、
台
湾
で
行
わ
れ
、
東
南
ア
ジ

ア
大
陸
部
の
ベ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ラ
オ
ス
・
タ
イ
・
ビ
ル
マ
、
日
本
本
土
（
ペ
ー
ロ
ン
）
や
沖
縄
（
爬
龍
船
、
ハ
ー
リ
ー
）
に

広
が
っ
て
い
る

）
。
担
い
手
は
中
国
国
内
は
苗
族
、
漢
族
、
布
依
族
、
侗
族
、

族
、

壮

族
、
白
族
、
土
家
族
な
ど
に
及
ぶ
。
龍
船

競
渡
の
研
究
は
数
多
く
あ
り

）
、
祭
祀
の
特
徴
や
龍
に
つ
い
て
の
解
釈
も
多
数
提
示
さ
れ
て
い
る

）
。

文
献
上
の
競
渡
（
競
船
）
の
初
出
は
呉
の
時
代
の
周
處
に
よ
る
地
理
書

周
處
風
土
記

（
三
世
紀
後
半
）
の
記
事
で
、

仲
夏
端

午
…
…
艾
を
採
り
て
戸
上
に
懸
け
、
百
草
を
踏
み
、
競
渡
を
行
う

と
し
て
、
魔
除
け
の
ヨ
モ
ギ
を
家
の
入
口
に
懸
け
る
習
俗
を
報
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告
し

）、
編
者
の
出
身
地
の
陽
羨
（
現
在
の
江
蘇
省
宜
興
県
）
の
周
辺
の
状
況
ら
し
い
〔
君
島

一
九
七
七
‥
四
三
〕。
端
午
節
に
香
り
の

強
い
ヨ
モ
ギ
を
挿
す
習
俗
は
、
宋
代
以
降
に
加
わ
っ
た
菖
蒲
を
門
先
に
掛
け
る
慣
行
［
中
村

一
九
八
八
‥
一
三
八
］
と
共
に
現
在
ま

で
続
い
て
い
る
。
南
朝
の
斉
の

鄱
陽
記

に
は
水
中
の
蛟
が
現
わ
れ
て
人
を
傷
つ
け
る
の
で
船
を
浮
か
べ
て
競
渡
し
、
屈
原
の
た

め
に
行
う
と
あ
る

）
。
南
朝
の
梁
の
宗
凛
編
の

荊
楚
歳
時
記

の
五
月
五
日
の
条
に

是
日
競
渡
、
採
雑
薬

と
あ
り
、
隋
の
杜
公

膽
の
注
釈
で
は
屈
原
が
世
に
入
れ
ら
れ
ず
に
汨
羅
（
現
在
の
湖
南
省
北
東
部
湘
江
の
支
流
。
洞
庭
湖
の
南
方
）
で
入
水
自
殺
を
遂
げ
た

命
日
に
因
ん
で
、
死
者
の
霊
魂
を
慰
め
る
行
事
と
し
て
競
渡
が
始
ま
っ
た
と
記
す
。
更
に
冤
罪
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
呉
の
伍
子
胥

の
追
悼
と
さ
れ
た
り
、
越
の
地
で
は
勾
銭
の
創
始
と
伝
え
る

）
。
六
朝
時
代
に
は
端
午
節
の
五
月
五
日
に
、
中
国
南
部
の
古
代
の
荊
楚

や
呉
越
の
地
（
現
在
の
江
蘇
・
浙
江
・
湖
北
・
湖
南
・
江
西
）、
或
い
は
長
江
中
下
流
域
で
競
渡
が
行
わ
れ
、
戦
国
時
代
の
楚
の
屈
原

や
呉
の
伍
子
胥
な
ど
自
殺
や
虐
殺
な
ど
で
恨
み
を
持
つ
死
者
の
霊
や
、
水
界
の
霊
の
祟
り
を
慰
め
鎮
め
る
と
す
る
説
が
流
布
し
て
い

た
。
な
お
、
梁
の
呉
均

続
斉
諧
記

に
は
屈
原
の
死
を
哀
れ
み
、
こ
の
日
、
竹
筒
に
米
を
入
れ
、
汨
羅
江
に
投
げ
入
れ
て
屈
原
を

祀
る
が
、
水
中
に
潜
む
水
龍
に
盗
ま
れ
な
い
よ
う
に
竹
筒
を
栴
檀
の
葉
で
塞
ぎ
、
鮮
や
か
な
五
色
の
糸
で
結
ん
で
投
げ
入
れ
る
と
あ

り
、
水
神
祭
祀
の
様
相
が
あ
る

）
。
こ
れ
が
後
に
竹
の
皮
に
包
ん
だ
粽
を
作
っ
て
水
中
に
投
じ
、
自
ら
も
食
べ
て
屈
原
を
追
憶
す
る
と

い
う
粽
の
由
来
譚
と
な
る
。
現
在
で
も
漢
族
の
間
で
は
粽
を
水
中
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
施
洞
で
は
行
わ
な
い
。
唐
代
以

降
は
各
地
の
方
史
に
多
数
の
記
述
が
あ
る
［
君
島

一
九
八
六
］。
な
お
、
龍
船
の
語
は
古
代
の

穆
天
子
伝

（
戦
国
時
代
中
期
。
紀

元
前
四
世
紀
）、

楚
辞

（
紀
元
前
三
世
紀
）、

淮
南
子

（
紀
元
前
二
世
紀
）
の
記
述
に
遡
り

）
、
観
念
と
し
て
は
古
い
が
、
競
渡
と
の

関
連
は
唐
代
以
降
に
下
り
、
当
初
か
ら
結
合
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

②
日
程
の
変
化

競
渡
の
日
は
五
月
五
日
の
端
午
節
と
そ
の
前
後
の
地
域
が
多
い
が
、
五
月
に
は
限
ら
な
い
。
一
〇
月
か
ら
一
二
月
を
除
い
て
全
て
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の
月
の
記
録
が
あ
る

）
。
五
月
に
関
し
て
日
程
の
変
化
を
追
っ
て
い
く
と
、

隋
書
地
理
誌

に
屈
原
は
五
月
一
五
日
（
大
端
午
）
に

汨
羅
で
身
を
投
じ
た
の
で
、
洞
庭
湖
、
南
郡
（
湖
北
）、
襄
陽
（
湖
北
）
の
競
渡
は
満
月
の
日
に
行
う
と
い
う
。
湖
南
の
湘
西
苗
族
に

つ
い
て
記
し
た
宋
代
の
朱
輔
の

渓
蛮
叢
笑

は
満
月
に
あ
た
る
五
月
一
五
日
の

大
十
五

の
日
に
競
渡
を
行
う
と
記
す

）
。
明
代

の

武
陵
競
渡
略

は
五
月
一
〇
日
か
ら
一
五
日
ま
で
の
競
渡
の
日
程
を
、
五
月
一
七
日
・
一
八
日
に
造
船
、
二
七
日
・
二
八
日
に

送
標
（
攘
災
か
）
と
変
更
し
た
と
あ
り

）
、
日
程
は
現
在
の
施
洞
の
龍
船
節
に
近
い
。
武
陵
（
現
在
の
常
徳
）
は
清
水
江
の
下
流
の
沅

江
が
洞
庭
湖
に
注
ぐ
所
で
、
相
互
の
歴
史
的
繋
が
り
は
密
接
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
書
の
冒
頭
に
は

競
渡
の
事
は
招
屈
を
本

と
し
、
沅
湘
の
間
に
始
ま
る

と
記
さ
れ
、
沅
江
と
湘
江
の
間
の
地
域
が
発
祥
地
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
［
君
島

一
九
七
七
‥

三
五
、
一
九
八
〇
‥
四
四
七）
］。
祭
日
は
時
代
の
変
遷
に
伴
っ
て
五
月
五
日
、
五
月
一
五
日
、
五
月
二
五
日
と
展
開
し
て
推
移
し
、
各

地
の
農
業
暦
の
違
い
や
平
地
や
山
地
な
ど
の
生
態
・
気
候
・
生
業
の
差
異
に
適
応
し
て
変
化
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
五
月

で
あ
れ
ば

重
日

に
設
定
す
る
こ
と
で
祭
祀
の
目
的
が
叶
う
と
考
え
て
い
た
と
も
言
え
る
。

貴
州
省
黔
東
南
で
は
五
月
五
日
の
端
午
節
に
龍
船
や
競
渡
が
行
わ
れ
、
清
水
江
流
域
で
は
麻
江
県
下
司
、
鎮
遠
県
城
関
、
施
秉
県

平
兆
、
錦
屏
県
三
江
鎮
な
ど
、
周
辺
地
域
で
は
黄
平
県
旧
州
鎮
石
牛
寨
、
岑
鞏
県
龍
田
郷
龍
田
、
施
秉
県
城
関
鎮
、
施
秉
県
平
寧
寨

な
ど
で
、
施
洞
地
区
以
外
で
は
端
午
節
が
主
流
と
さ
え
言
え
る
。
こ
の
地
域
で
は
漢
族
文
化
の
流
入
に
伴
い

端
午
節
文
化
圏

が

形
成
さ
れ
て
い
た
。
施
洞
付
近
の
清
水
江
の
龍
船
節
の
日
程
は
他
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
五
月
五
日
は
農
繁
期
な
の
で
変
更
を
し
た

と
い
う
伝
承
が
残
る
。
し
か
し
、
地
元
で
は
五
月
五
日
を

小
端
午

と
呼
び
、
五
月
二
五
日
を

大
端
午

あ
る
い
は

重
大

五

と
称
し
て
、
後
者
を
重
視
し
て
き
た
。
更
に
五
月
二
四
日
に
祖
先
が
清
水
江
の
河
畔
に
到
着
し
た
の
で
、
移
住
の
歴
史
の
記
念

と
し
て
龍
船
を
漕
ぐ
と
い
う
伝
承
も
あ
り
［
孫

一
九
九
一
‥
一
四
六
］、
五
月
五
日
は
屈
原
の
鎮
魂
を
説
く
習
俗
の
影
響
だ
と
語
る
。

施
洞
と
そ
の
周
辺
で
は
、
苗
族
が
漢
族
の
習
俗
を
読
み
替
え
て
、
地
元
に
適
応
す
る
形
で
再
構
成
し
て
い
る
様
相
が
顕
著
で
あ
る
。

龍
船
節
の
日
程
は
清
代
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
乾
隆
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

鎮
遠
府
志

巻
九
の
記
録
で
は
、
五
月
二
五
日
に
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龍
船
節
が
勝
秉
で
行
わ
れ
、
船
の
形
状
は
特
異
で
、
大
樹
か
ら
船
を
作
り
両
脇
に
子
船
を
つ
け
る
こ
と
、
長
さ
は
四
～
五
丈
で
三
十

か
ら
四
十
人
が
乗
り
、
皆
立
っ
て
漕
ぐ
と
あ
り
、
五
月
五
日
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
日
は
男
性
女
性
と
も
盛
装
し
、
女
性
は
銀
の
首

飾
り
と
耳
飾
り
を
付
け
、
男
女
は
歌
掛
け
し
て
交
際
し
、
最
終
的
に
は
結
婚
に
至
る
と
い
う
祭
祀
の
精
華
が
記
さ
れ
て
い
る

）
。
同
治

年
間
に
施
洞
に
い
た
徐
家
幹
の

苗
疆
聞
見
録

（
光
緒
四
年
、
一
八
七
三
）
に
よ
れ
ば
、
清
水
江
で
は
五
月
二
〇
日
の

端
節

に

龍
船
競
渡
が
あ
り
、
前
に
龍
頭
、
後
に
鳳
尾
を
置
い
て
飛
ぶ
よ
う
に
走
る
と
記
す

）
。
漢
族
の
知
識
人
に
よ
る
現
地
の
風
俗
の
記
録
は
、

清
代
の
苗
族
反
乱
以
後
に
漢
族
が
現
地
に
駐
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
多
く
な
り
、
町
場
を
中
心
と
し
て
苗
族
と
漢
族
と
の
交
渉

が
こ
の
地
域
で
は
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
清
代
以
前
も
、
施
洞
と
そ
の
周
辺
は
、
交
通
の
要
地
で
、
清
水
江
の
下
流
で
沅

江
が
流
入
す
る
洞
庭
湖
付
近
や
、
長
江
の
中
下
流
域
と
関
連
が
深
か
っ
た
。
龍
船
節
は
漢
族
と
苗
族
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
人
々
の

頻
繁
な
交
流
の
中
で
相
互
に
影
響
を
与
え
合
っ
て
独
自
の
文
化
形
成
を
成
し
遂
げ
て
き
た
。
文
化
の
混
淆
状
況
下
で
の
地
域
で
の
社

会
・
文
化
の
再
構
築
と
創
造
を
重
視
す
べ
き
な
の
で
あ
る

）
。

③
神
話
と
の
連
続
性

龍
船
祭
の
特
徴
は
、
第
一
に
は
神
話
と
の
連
続
性
で
、
由
来
譚
で
語
ら
れ
る
神
話
的
状
況
を
儀
礼
の
実
践
で
再
現
し
、
原
古
へ
の

立
ち
帰
り
に
よ
っ
て
秩
序
の
更
新
を
図
る
。
祭
祀
に
は
退
治
さ
れ
た
龍
の
恨
み
を
鎮
め
和
め
る
と
い
う
願
い
も
籠
め
ら
れ
る
が
、
悪

龍
に
代
表
さ
れ
る
様
々
な
災
い
を
事
前
に
食
い
止
め
る
意
図
も
あ
る
。
災
悪
か
ら
逃
れ
て
秩
序
を
再
生
す
る
と
い
う
主
題
は
、
災
悪

と
再
生
の
状
況
が
、
龍
船
と
儀
礼
執
行
者
の
双
方
に
お
い
て
再
現
さ
れ
る
。
龍
船
が
龍
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
の
悪
龍

の
蘇
り
と
も
考
え
ら
れ
、
災
悪
の
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
が
、
龍
船
を
漕
ぐ
こ
と
が
暗
闇
を
明
る
く
し
た
洗
濯
棒
を
叩

く
動
き
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
は
、
秩
序
の
再
生
と
い
う
プ
ラ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
。
龍
に
ま
つ
わ
る
意
味
付
け
は
常
に

正
と
負
の
双
方
に
関
わ
る
両
義
性
を
帯
び
る
。
鼓
頭
と
打
鑼
手
は
、
一
種
の
儀
礼
執
行
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
各
々
が
悪
龍
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を
退
治
し
た
父
の
ポ
ウ
氏
（
宝
氏
、
保
氏
）
と
殺
さ
れ
た
子
供
の
チ
ュ
ウ
ポ
ウ
（
久
宝
、
久
保
）
と
観
念
さ
れ
、
銅
鑼
や
太
鼓
を
打
つ

こ
と
が
仇
を
討
つ
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
伝
承
は
、
父
親
が
子
供
に
代
っ
て
龍
に
復
讐
を
遂
げ
る
と
い
う
災
悪
の
撲
滅
の
イ
メ
ー

ジ
の
強
調
で
あ
る
。
一
方
、
闇
の
中
で
水
汲
み
や
洗
濯
に
出
た
母
と
娘
（
一
説
で
は
息
子
）
の
場
合
は
、
母
に
誘
導
さ
れ
た
子
供
が

川
面
で
立
て
た
音
に
よ
っ
て
明
る
さ
が
蘇
り
秩
序
が
回
復
さ
れ
る
と
い
う
、
再
生
観
が
強
調
さ
れ
る
。
強
調
点
は
、
災
悪
に
せ
よ
再

生
に
せ
よ
契
機
と
な
る
の
は

子
供

で
、
秩
序
と
反
秩
序
を
め
ぐ
る
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
一
方
、
親
の
場
合
、
災

悪
に
際
し
て
は
そ
の
背
後
に
父
親
像
が
、
再
生
に
際
し
て
は
母
親
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
苗
族
は
基
本
的
に
は
父
系
社
会
で

あ
り
、
龍
船
に
乗
り
組
む
水
夫
も
父
系
親
族
集
団
で
氏
族
（cla

n

）
の
同
一
鼓
社
か
ら
選
ぶ
の
が
基
本
と
さ
れ
、
父
方
の
力
が
強
く
、

族
外
婚

（ex
o
g
a
m
y

）
で
、
さ
ら
に
村
外
婚
を
と
る
の
で
嫁
に
く
る
女
性
は
よ
そ
も
の
と
し
て
家
族
の
中
に
入
り
、
更
に
財
産
相

続
権
も
持
た
な
い
の
で
立
場
が
弱
い
。
こ
う
し
た
男
性
の
社
会
的
立
場
の
強
さ
が
災
害
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
き
、
女
性
の
社
会
的

弱
さ
は
象
徴
的
レ
ベ
ル
で
逆
転
し
た
形
で
救
済
を
希
求
す
る
再
生
観
に
結
び
付
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
龍
船
節
は
、

龍
に
な

っ
た
樹

と
し
て
の
龍
船
を
通
じ
て
、
水
界
だ
け
で
な
く
、
地
上
や
天
上
へ
も
働
き
か
け
る
。
龍
を
多
義
的
に
意
味
付
け
つ
つ
、
所

作
や
音
や
物
を
通
じ
て
、
神
話
で
の
秩
序
の
回
復
を
儀
礼
の
実
践
を
通
し
て
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
観
念
の
実
践
へ
の
転
換
が

そ
れ
を
可
能
に
す
る
。

④
日
常
性
と
の
関
連

第
二
は
日
常
生
活
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
苗
族
は
水
稲
耕
作
や
焼
畑
耕
作
を
主
体
と
し
、
山
の
斜
面
に
棚
田
を
切
り
開
き
、
狭
い

平
地
で
作
物
を
作
る
暮
ら
し
を
続
け
て
き
た
。
龍
船
節
で
は
生
業
の
基
盤
の
水
へ
の
願
い
が
籠
め
ら
れ
る
。
龍
は
水
性
動
物
で
水
神

と
見
な
さ
れ
雨
を
降
ら
し
豊
饒
を
齎
す
と
さ
れ
た
の
で
、
龍
を
祀
っ
て
雨
を
祈
る
こ
と
は
自
然
で
あ
っ
た
。
特
に
五
月
の
頃
は
稲
の

田
植
え
の
後
で
天
水
田
に
は
水
が
必
要
で
あ
る
。
か
つ
て
乗
船
す
る
男
性
は
笠
と
共
に
蓑
を
付
け
た
と
さ
れ
、
雨
や
水
と
龍
を
関
連
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付
け
る
思
考
が
働
い
て
い
た
。
一
方
、
蓑
は
龍
の
鱗
と
さ
れ
て
水
界
の
霊
と
の
同
化
が
意
図
さ
れ
、
船
を
龍
の
動
き
の
よ
う
に
く
ね

ら
せ
て
漕
ぐ
こ
と
で
、
船
│
龍
│
人
が
一
体
化
し
た

）
。
自
ら
も
龍
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
存
在
と
な
る
こ
と
で
祈
願
は
一
層
真
剣
さ
を

増
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
水
は
人
々
に
恵
み
を
も
た
ら
す
と
共
に
洪
水
に
よ
っ
て
大
き
な
脅
威
も
与
え
る
。
夏
季
に
頻
繁
に
起
こ
る
豪

雨
の
時
に
は
止
雨
を
願
い
制
御
を
神
霊
に
託
し
た
。
苗
族
の
居
住
地
は
定
期
的
に
旱
魃
と
洪
水
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
施
洞

で
は
一
九
二
四
年
の
大
洪
水
と
一
九
二
五
年
・
二
六
年
の
大
旱
魃
は
記
憶
に
止
め
ら
れ
て
い
る

）
。
天
水
に
頼
る
水
田
、
特
に
棚
田
耕

作
を
主
体
に
生
き
る
苗
族
に
と
っ
て
は
、
荒
ぶ
る
自
然
の
災
厄
を
防
ぐ
た
め
に
山
と
水
の
神
霊
へ
の
祈
願
は
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
。

龍
船
節
は
災
厄
の
除
去
や
防
御
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
祭
り
の
開
始
日
の
五
月
五
日
は
端
午
節
で
あ
る
が
漢
族
の
よ
う
に
門

に
ヨ
モ
ギ
を
挿
し
菖
蒲
を
掛
け
雄
黄
酒
を
飲
む
と
い
う
慣
行
は
な
く
、
苗
族
独
自
の
受
容
を
し
た
。
端
午
節
に
あ
た
る
苗
語
は
ノ
ン

ト
ン
ウ
（no

n
g
x
d
o
n
g
b
w
ul

）
で
あ
る
。
ト
ン
ウ
ま
た
は
ト
ン
は
茅
草
（
芭
茅
草
）
の
こ
と
で
魔
除
け
の
草
と
し
て
使
わ
れ
、
龍

船
の
船
尾
に
つ
け
て
魔
物
を
寄
せ
付
け
な
い
祈
願
と
し
、
最
初
に
龍
船
を
漕
ぐ
時
に
は
水
夫
が
水
中
に
投
げ
入
れ
る
。
ト
ン
に

食

べ
る

と
い
う
意
味
の
ノ
ン
を
つ
け
る
と
、
祭
日
や
祭
り
と
の
意
味
で
、
厄
祓
い
の
日
と
な
る
。
ま
た
ト
ン
は
龍
船
の

鼓
頭

が

鳴
ら
す
太
鼓
の
音
の

（do
n
g
b

）
と
も
音
通
で
、
船
上
で
出
す
音
が
避
邪
の
効
果
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
漢
族

が
使
う

菖
蒲

が

剣
草

と
呼
ば
れ
た
と
同
様
に
、
茅
草
（
芭
茅
草
）
も

避
邪
剣

と
さ
れ
、
共
に
生
命
力
に
溢
れ
る
草
で

魔
よ
け
の
機
能
を
果
た
す
と
し
て
使
わ
れ
た
。
端
午
節
の
前
後
に
攘
災
を
願
う
習
俗
は
漢
族
と
苗
族
双
方
の
共
通
点
で
あ
る
が
、
茅

草
で
避
邪
を
願
う
行
為
は
苗
族
に
顕
著
で
、
焼
畑
文
化
の
名
残
か
も
し
れ
な
い
。

龍
船
節
は
漢
族
の
文
化
の
影
響
を
苗
族
風
に
読
み
替
え
て
い
る
。
祭
祀
は

悪
月

）

と
さ
れ
る
五
月
の
う
ち

重
日

に
あ
た
る

五
月
五
日
、
一
五
日
、
二
五
日
を
選
択
し
て
、
魔
物
や
祟
り
を
避
け
、
雨
期
に
疫
病
を
は
や
ら
せ
て
災
悪
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
考

え
ら
れ
た
悪
霊
、
水
界
の
霊
、
狐
魂
や
異
常
死
者
の
霊
（
溺
死
者
・
自
殺
者
）
が
活
発
に
活
動
す
る
の
を
抑
え
和
め
る
。
龍
は
諸
霊

の
形
象
化
で
あ
る
。
中
国
南
部
、
特
に
長
江
以
南
で
は
五
月
過
ぎ
に
な
る
と
気
温
が
上
昇
す
る
と
共
に
湿
潤
な
雨
の
季
節
と
な
る
。
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個
人
的
な
体
験
で
あ
る
が
、
一
九
八
五
年
に
施
洞
の
龍
船
節
に
行
っ
た
時
は
、
雨
は
降
ら
な
か
っ
た
が
内
陸
部
の
フ
ェ
ー
ン
現
象
が

加
わ
り
異
常
な
暑
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
は
食
物
の
腐
敗
が
生
じ
、
伝
染
病
の
流
行
が
起
こ
り
や
す
い
。
施
洞
で
は
龍

船
上
の
人
々
が
配
る
糯
米
飯
を
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
強
調
さ
れ
る
の
は
身
体
を
堅
固
に
保
ち
、
病
気
に
か
か
ら
な

い
よ
う
に
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
祈
願
と
慰
撫
の
対
象
と
さ
れ
る
水
界
の
霊
は
、
文
献
の
上
で
は
楚
の
屈
原
や
呉
の
伍
子
胥
な
ど
歴

史
上
の
人
物
の
霊
と
さ
れ
、
怨
霊
鎮
め
の
要
素
も
あ
る
が
、
本
来
は
漠
然
た
る
水
界
の
霊
で
あ
り
、
歴
史
上
の
人
物
に
仮
託
し
て
祀

り
避
邪
を
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
湖
南
省
湘
西
で
は
五
月
五
日
の
端
午
節
に
粽
な
ど
供
物
を
水
中
に
投
じ
、
死
者
の
霊
を
和
め
て
亡

霊
を
鎮
め
る
と
さ
れ
て
［
龍

一
九
八
一
‥
七
八
］
漢
族
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
施
洞
で
は
死
者
の
慰
撫
や
哀
悼
の
観
念
は
漠

然
と
し
て
お
り
、
粽
は
水
中
に
投
ず
る
こ
と
な
く
各
人
が
食
べ
て
身
体
堅
固
を
願
う
。
漢
族
文
化
の
受
容
の
度
合
い
に
よ
っ
て
苗
族

内
部
で
も
差
異
が
生
じ
て
い
る
。

⑤
社
会
統
合

第
三
は
広
域
に
わ
た
る
交
流
を
通
じ
て
、
村
落
を
越
え
た
社
会
統
合
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
龍
船
節
の
舞
台
で
あ
る
清
水

江
と
巴
拉
河
の
流
域
に
は
五
〇
か
ら
六
〇
の
数
の
苗
族
の
村
が
あ
り
、
各
村
が
龍
船
を
持
っ
て
い
る

）
。
龍
船
節
は
巨
大
な
地
域
間
で

の
相
互
交
流
の
機
会
を
創
造
し
、
親
族
の
つ
き
あ
い
や
若
い
男
女
の
出
会
い
の
場
と
な
る
。
龍
船
節
の
大
き
な
特
徴
は
人
間
同
士
の

交
流
が
主
体
と
い
う
こ
と
で
競
渡
は
主
た
る
目
的
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
龍
船
は
村
ご
と
に
所
有
し
て
お
り
、
一
村
が
一
氏
族
、

つ
ま
り
同
姓
村
落
（
苗
族
に
姓
は
な
い
が
漢
族
風
の
表
現
）
の
場
合
は
、
龍
船
の
乗
船
員
は
同
じ
父
系
親
族
集
団
で
氏
族
（cla

n

）
の

鼓
社

（
チ
ャ
ン
ニ
ウ
）
で
構
成
さ
れ
た
。
龍
船
は
血
縁
や
地
縁
に
よ
る
社
会
結
合
の
象
徴
で
、

村
寨
・
龍
船
・
氏
族

が
一
体
化

し
て
い
た
。
例
え
ば
塘
龍
は
全
村
寨
が
呉
姓
で
一
艘
の
龍
船
を
持
つ
、
芳
寨
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
劉
姓
で
他
姓
が
龍
船
を
漕
ぐ
こ

と
を
許
さ
な
い
。
楊
家
寨
は
二
戸
の
蓼
姓
の
他
は
全
て
楊
姓
で
近
年
に
な
っ
て
蓼
姓
の
参
加
を
許
し
た
と
さ
れ
る
［
孫

一
九
九
一
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‥
一
四
五）
］。
婚
姻
に
は

族
外
婚

の
規
則
が
あ
り
、
配
偶
者
は
他
の
村
の
異
な
る
氏
族
か
ら
求
め
る
傾
向
が
強
く
、
村
外
婚
の

形
式
も
合
わ
せ
持
つ
の
で
、
龍
船
節
は
村
内
の
若
い
男
性
は
他
村
の
女
性
と
出
会
っ
て
配
偶
者
を
得
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た

）。
ま

た
、
龍
船
に
よ
る
訪
問
は
、
親
族
・
親
戚
の
間
で
贈
物
を
交
換
し
て
相
互
の
知
遇
を
暖
め
る
機
会
と
な
っ
た
。
贈
物
は
、
⑴
一
般
に

は
鶏
や
鴨
が
使
わ
れ
、
⑵
次
に
親
し
い
者
に
は
鵞
鳥
か
山
羊
、
⑶
更
に
親
し
い
親
族
関
係
者
で
、
特
に
母
方
オ
ジ
が
含
ま
れ
る
時
に

は
豚
を
贈
る
な
ど
、
社
会
的
絆
を
三
段
階
に
分
け
て
贈
物
の
種
類
に
よ
っ
て
親
疎
の
度
合
を
確
認
し
て
い
た
。
母
方
オ
ジ
が
重
視
さ

れ
た
理
由
は
、
か
つ
て
は
母
方
交
差
イ
ト
コ
婚
（m

ater
n
al

cross
co

u
sin

m
arria

g
e

）
が
多
く
後
見
役
と
し
て
の
役
割
が
大
き
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
龍
船
節
で
は
到
着
し
た
村
の
岸
辺
で
は
若
い
男
女
の
ユ
ー
フ
ァ
ン
（
游
方
）、
つ
ま
り
歌
掛
け
の
恋
愛
活
動
が

行
わ
れ
、
交
際
の
機
会
と
な
っ
て
結
婚
に
至
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
日
常
生
活
で
は
血
縁
と
地
縁
の
狭
い
繋
が
り
で
生
き
て
い
る

人
々
は
、
祭
祀
の
機
会
を
利
用
し
広
い
社
会
関
係
の
場
に
出
る
こ
と
で
新
た
に
絆
を
結
び
直
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
姻
戚
関
係
の

人
々
の
存
在
が
重
要
で
、
一
年
に
一
度
の
交
流
の
機
会
と
な
り
、
村
々
を
越
え
て
広
域
に
わ
た
る
社
会
統
合
に
寄
与
し
た
。
た
だ
し
、

龍
船
節
は
男
性
主
体
で
行
う
交
流
の
場
で
あ
っ
た
。
過
剰
な
ま
で
の
贈
物
の
交
換
は
一
時
的
に
は

鼓
頭

に
大
き
な
負
担
を
し
い

る
が
、
龍
船
の
行
事
を
う
ま
く
執
り
行
う
こ
と
で
、
社
会
的
な
威
信
を
獲
得
し
、
村
落
を
越
え
た
誇
り
あ
る
地
位
を
獲
得
出
来
た
。

⑥
象
徴
的
側
面

第
四
は
祭
祀
の
象
徴
的
側
面
で
、
銅
鑼
を
叩
く
打
鑼
手
の
少
年
が
女
装
し
て
い
る
こ
と
に
現
わ
れ
る
。
龍
船
節
で
は
船
に
乗
れ
る

の
は
男
性
だ
け
で
、
女
性
の
乗
船
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
族
に
出
産
後
一
月
以
内
の
女
性
が
い
る
と
成
員
は
船
に
触
っ
て

は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
禁
忌
を
破
る
と
船
が
ひ
っ
く
り
返
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
［
李
（
編
）

一
九
八
三
‥
二
〇
七）
］。
女
性
の
穢
れ

（
血
穢
）
を
忌
む
意
識
が
あ
り
、
神
事
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
し
か
し
、
女
性
が
船
に
乗
る
こ
と
は
禁
忌
で
も
、
男
子
が
女
装
し

て
乗
り
込
み
先
導
役
を
務
め
る
理
由
は
、
性
別
を
越
え
る
こ
と
や
両
性
具
有
的
存
在
と
し
て
、
日
常
的
な
秩
序
を
越
え
て
異
界
と
の
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交
流
を
図
る
霊
力
を
持
つ
と
観
念
す
る
か
ら
で
、
日
常
性
の

象
徴
的
逆
転

で
あ
る
と
言
え
る
。
男
性
の
み
が
乗
船
を
許
さ
れ
る

龍
船
に
、
女
性
原
理
を
象
徴
的
に
持
ち
込
ん
で
異
界
と
の
交
流
を
可
能
に
す
る

）
。
異
界
と
の
接
点
と
い
う
境
界
の
場
の
川
で
は
、
日

常
の
秩
序
と
は
逆
転
す
る
事
象
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
り
、
川
面
と
い
う
非
日
常
的
な
空
間
で
は
、
子
供
は
異
界
と
の
交
流
で

媒

介
者

の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。
女
装
し
た
少
年
は
神
話
世
界
と
直
結
し
て
、
異
界
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
使
者
と
い
う
性

格
も
持
つ
の
で
あ
り
、
龍
譚
で
理
不
尽
に
悪
龍
に
殺
害
さ
れ
た
チ
ュ
ウ
ポ
ウ
（
久
保
、
久
宝
）
と
見
な
さ
れ
る
。
少
年
は
水
中
で
の

異
常
死
者
の
再
来
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
共
に
異
界
で
龍
と
交
流
し
た

水
界
童
子

と
し
て
特
別
な
位
置
付
け
を
付
与
さ
れ
る
と

い
う
両
義
性
を
帯
び
る
。
祖
先
祭
祀
の
鼓
社
節
で
も
剣
河
県
の
柳
旁
で
は
水
牛
を
殺
す
役
の
屠
牛
手
が
女
装
す
る
が
［
賈
・
呉

二

〇
〇
六
‥
一
〇
四
］、
こ
れ
も
非
日
常
的
な
時
空
間
で
供
犠
と
い
う
異
界
と
の
交
流
に
た
ず
さ
わ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

男
性
が
女
装
し
て
船
に
乗
り
先
導
役
に
な
る
事
例
は
幾
つ
か
見
出
せ
る
。
日
本
と
の
比
較
を
考
え
れ
ば

）
、
長
崎
県
対
馬
の
西
海
岸

の
阿
連
な
ど
で
五
月
五
日
前
後
の
瀬
祭
り
で
の
船
競
争
の
フ
ナ
グ
ロ
ー
で

綾
切
り

と
呼
ば
れ
る
女
装
し
た
男
性
が
乗
船
し
て
采

を
振
り
、
木
で
拍
子
を
と
る

）
。
ま
た
、
和
歌
山
県
新
宮
市
の
熊
野
速
玉
大
社
で
は
一
〇
月
一
五
・
一
六
日
（
元
来
は
旧
九
月
）
の
御

船
祭
で
は
女
装
者
が
乗
り
込
み
船
を
先
導
す
る
。
女
装
に
よ
っ
て
男
女
の
性
別
を
越
え
る
こ
と
が
、
現
世
と
他
界
の
越
境
と
重
ね
合

わ
さ
れ
る

）
。
更
に
重
要
な
の
は
音
で
、
少
年
は
鼓
頭
の
太
鼓
に
合
わ
せ
て
銅
鑼
や
銅
鼓
を
独
特
の
音
調
で
叩
い
て
神
霊
を
招
き
寄
せ

て
交
流
し
、
巫
者
（
巫
師
）
と
類
似
し
た
性
格
を
帯
び
る
と
も
言
え
る
。
異
界
と
交
流
す
る
女
装
し
た
少
年
と
い
う
両
性
具
有
的
存

在
を
通
じ
て
人
々
は
神
話
世
界
を
幻
視
し
、
原
初
へ
の
立
ち
返
り
の
感
覚
を
呼
び
覚
ま
す
の
で
あ
る

）
。

⑦
鬼
龍
の
位
置
付
け
│
│

本
流
域

と

支
流
域

第
五
は
非
日
常
性
の
象
徴
と
し
て
の
鬼
龍
の
存
在
で
あ
る
。
由
来
譚
に
関
わ
る
地
理
的
状
況
は
、
船
漕
ぎ
が
大
規
模
に
展
開
さ
れ

る
清
水
江
沿
い
の

本
流
域

と
、
神
話
の
起
源
に
ゆ
か
り
の
深
い
巴
拉
河
沿
い
の

支
流
域

と
に
分
か
れ
る
。
龍
が
住
ん
で
い
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た
と
さ
れ
る
龍
潭
が
あ
る
醒
侠
は
、
巴
拉
河
沿
い
の
榕
山
の
上
手
に
あ
り
、
男
の
子
の
死
へ
の
復
讐
と
し
て
焼
か
れ
た
龍
が
河
を
下

っ
て
、
勝
秉
の
女
の
子
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
龍
の
始
源
と
終
末
は
、

支
流
域

で
発
生
し
た
災
厄
を

本
流
域

で
浄
化
す

る
と
い
う
過
程
を
取
る
が
、
龍
の

頭

を
勝
秉
が
、

尾

を
施
洞
が
と
る
形
で
暗
示
的
に
結
末
が
つ
け
ら
れ
る
。
儀
礼
発
祥
の

地
の
勝
秉
、
龍
船
を
儀
礼
的
に
最
初
に
漕
ぐ
平
兆
、
龍
肉
の
分
配
の
最
初
の
部
分
の

頚

を
と
っ
た
平
寨
、
龍
の
心
臓
あ
る
い
は

龍
身
（
前
身
）
を
と
っ
た
塘
龍
、
尾
を
と
っ
た
と
さ
れ
最
後
に
漕
ぐ
施
洞
は
、
全
て

本
流
域

で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
祭
祀

が
盛
り
上
が
る
の
は
五
月
二
五
日
と
い
う

重
大
五

（
五
が
重
な
る
）
に
漕
ぐ
塘
龍
で
あ
る
と
い
う
。

本
流
域

が
儀
礼
的
秩
序

に
支
え
ら
れ
て
龍
船
節
を
執
行
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

支
流
域

は
神
話
的
秩
序
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

本
流
域

の
上
流
に
あ

る
施
洞
と
い
う
町
場
に
と
っ
て
、

支
流
域

は
周
縁
の
地
で
あ
り
、
祭
祀
に
際
し
て
は
反
秩
序
的
な
場
の
様
相
を
帯
び
や
す
い
。

雨
乞
い
に
あ
た
っ
て
鬼
龍
の
船
を
出
す
村
は
、
巴
拉
河
流
域
の
対
岸
に
あ
る
高
梁
あ
る
い
は
老
屯
で
あ
る
。
本
流
で
な
く
支
流
、
し

か
も
対
岸
と
い
う
究
極
の

逆

の
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
龍
の
持
つ
災
悪
の
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
と
結
び
付
き
、
儀
礼
は

象
徴

的
逆
転

に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

支
流
域

の
反
秩
序
的
性
格
を
秩
序
に
変
え
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
鬼
龍
は
異
形
の
も
の
と
し
て
出
現
し
、
特
別
な
力
を
発
揮
す
る
。
鬼
龍
の
村
は
龍
の
背
や
背
骨
を
得
た
と
い
う

逆

の
要

素
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
き
な
力
を
発
揮
し
得
る
の
で
あ
り
、
周
縁
に
宿
る
力
が
極
端
な
形
で
増
幅
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
そ
し
て
、

支
流
域

と

本
流
域

の
接
点
、
つ
ま
り
合
流
点
に
は
特
殊
な
意
味
付
け
を
与
え
ら
れ
た
楊
家
寨
が
あ
る
。

呉
通
発
が
報
告
す
る
伝
承
で
は
［
呉
通
発

一
九
八
二
］、
楊
家
寨
は
内
臓
を
得
た
の
で

青
龍

と
さ
れ

）
、

尾

を
と
っ
た

黄

龍

や
、

頸

を
と
っ
た

紅
龍

を
統
御
す
る
諸
龍
の
主
と
さ
れ
る
。
青
は
五
行
で
は

東
方

に
あ
た
り
、
苗
族
の
故
郷
と

観
念
さ
れ
る
東
の
方
位
を
示
す
色
と
も
重
な
り
、
他
に
比
べ
て
重
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

）
。
他
の
場
所
が
龍
肉
の
分
配
で

外
在

的

部
分
を
得
た
の
に
対
し
、
こ
こ
は
内
臓
で

内
在
的

部
分
を
得
た
と
も
言
え
る
。
合
流
点
と
し
て
の
楊
家
寨
の
周
辺
は
秩
序

と
反
秩
序
を
統
合
す
る
重
要
な
聖
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
一
三
年
に
一
度
（
実
際
に
は
一
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二
年
ご
と
）
行
わ
れ
る
大
規
模
な
祖
先
祭
祀
の
鼓
社
節
を
検
討
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
。

⑧
鼓
社
節
と
の
関
係
性

第
六
は
祖
先
祭
祀
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
龍
船
の
指
導
役
で
あ
る

鼓
頭

は
苗
語
で
ガ
・
ニ
ウ
（gh

a
b
niel

）
と
い
い
、
一
三

年
に
一
度
行
わ
れ
る
大
規
模
な
祖
先
祭
祀
で
あ
る

鼓
社
節

の
指
導
役
の

鼓
臓
頭

（

鼓
蔵
頭

）
と
同
じ
名
称
で
あ
る

）
。

鼓

頭

は
人
望
が
あ
り
家
族
も
健
全
な
家
か
ら
選
ば
れ
る
名
誉
な
役
で
、
大
き
な
村
で
は
一
生
に
一
度
の
大
事
で
あ
る
。
龍
船
の
漕
ぎ

手
は
同
一

鼓
社

の
青
壮
年
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が
原
則
で
、

鼓
頭

は
祭
祀
で
の
指
導
役
と
し
て

鼓
社

を
代
表
し
、

鼓

社
節

の
祖
先
祭
祀
の

鼓
臓
頭

と
同
等
の
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
鼓
社
節
は
社
会
組
織
を
象
徴
す
る

の
は

木
鼓

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
龍
船
節
で
の
象
徴
は

龍
船

で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
鼓
社
節
は
吃
牯
臓
、
吃
鼓
臓
、

鼓
臓
節
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
苗
語
で
は
ナ
ウ
チ
ャ
ン
ニ
ウ
（ne

u
x
ja
n
g
d
niel

）
と
い
い
、
ナ
ウ
（ne

u
x

）
は

食
べ
る

の
意

で
共
食
の
機
会
を
重
視
す
る
祭
祀
の
意
味
で
、
チ
ャ
ン
（ja

n
g
d

）
は
共
通
の
祖
先
を
持
つ
父
系
氏
族
（cla

n

）
を
表
し
、
ニ
ウ

（niel

）
は

鼓

で
氏
族
の
団
結
の
象
徴
で
、
チ
ャ
ン
ニ
ウ
は

鼓
社

と
訳
さ
れ
る
。
別
名
を
ノ
ン
ニ
ウ
（no

n
g
x
niel

）
と
も

い
う

）
。
ノ
ン
（no

n
g
x

）
も
ナ
ウ
と
同
じ
で
食
べ
る
こ
と
で
、
ノ
ン
ニ
ウ
は

吃
鼓

の
意
味
に
も
な
る
。
施
洞
の
場
合
は
、
周
囲

一
〇
里
（
五
㎞
）
を
漢
語
で

六
社
七
理
甲

、
苗
語
で
デ
ィ
ゥ
チ
ャ
ン
・
オ
ン
チ
ャ
（die

ut
ja
n
g
d
x
o
n
g
s
jaf

）
と
呼
び
、
こ
の

地
域
を
基
盤
と
し
た

鼓
社

が
連
合
し
て
、
二
〇
〇
～
三
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
鼓
社
節
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
［
廷
・
酒

一

九
八
〇
‥
八
〇
］。
そ
の
実
態
は
六
つ
の
氏
族
で
構
成
さ
れ
る
父
系
血
縁
に
よ
る
チ
ャ
ン
（
社
）
と
、
七
つ
の
地
縁
的
組
織
で
あ
る
チ

ャ
（
理
甲
）
の
複
合
体
で
、

白
鼓

（
白
社
。ja

n
g
d
dlu

b

）
の
系
統
に
属
し
豚
を
殺
し
て
祖
先
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。

白
鼓

は

水
牛
を
殺
す
黒
鼓
（
黒
社
。ja

n
g
d
dlaib

）
の
系
統
の
分
か
れ
ら
し
く
、
黒
鼓
が
鼓
臓
頭
を
長
と
す
る
の
に
対
し
、
白
鼓
は
長
老
や

寨
老
を
長
と
す
る
と
い
う
説
も
あ
る

）
。
施
洞
周
辺
で
は
最
初
の
年
は
子
年
で
、
八
月
に
山
上
の
洞
窟
の

鼓
石
窟

（kh
a
n
g
d
zat
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niel

）
で
醒
鼓
、
つ
ま
り
木
鼓
を
叩
い
て
祖
先
の
霊
を
呼
び
覚
ま
す
と
い
う
。
祖
先
と
は
人
類
始
祖
の
チ
ャ
ン
ヤ
ン
（
姜
央
）
を
生

ん
だ
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
（M

ais
B
a
n
g
x

M
ais

Lief.

胡
蝶
媽
媽
）
で
、
そ
の
霊
が
宿
る
と
さ
れ
る
楓
樹
で
作
っ
た
木
鼓

を
叩
い
て
蘇
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
家
で
は
家
鼓
と
し
て
、
山
で
は
山
鼓
と
し
て
祀
る
。
翌
年
の
丑
年
の
八
～
一
〇
月
に
大
祭
を
執
行

し
て
、
寅
年
に
再
び
鼓
石
窟
へ
と
送
り
返
す
。

施
洞
地
区
の
鼓
石
窟
は
龍
船
節
の
舞
台
で
あ
る
清
水
江
と
巴
拉
河
の
合
流
点
に
そ
び
え
る

銅
鼓
山

の
山
中
に
あ
り
、
山
麓
に

は
楊
家
寨
、
石
家
寨
、
偏
寨
（Va

n
bl

D
lia

b

）
な
ど
の
村
々
が
点
在
す
る
。
楊
家
寨
は
五
月
二
六
日
に
龍
船
を
漕
ぐ
。
楊
家
寨
の
上

部
に
位
置
す
る
鼓
石
窟
（
蔵
鼓
窟
）
を
一
九
八
五
年
に
訪
問
し
た
が
、
そ
の
時
に
は
朽
ち
果
て
た
木
鼓
と
人
類
始
祖
像
（
男
性
）
が

残
さ
れ
て
お
り
、
神
話
と
儀
礼
を
統
合
す
る
地
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
っ
た
。
苗
族
の
祭
祀
は
神
話
を
再
現
す
る
様
相
を
帯
び
、

そ
の
ゆ
か
り
の
地
は
ト
ポ
ス
（
意
味
場
、to
p
os

）
と
な
る
が
、
鼓
石
窟
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
龍
船
を
そ
の
前
で
漕
ぐ
こ
と
は
祖
先

に
対
し
て
の
奉
納
の
意
識
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。

本
流
域

と

支
流
域

の
合
流
点
で
は
神
話
と
儀
礼
に
よ
る
象
徴
的
秩
序
が

顕
在
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
巴
拉
河
流
域
に
は
施
洞
と
は
異
な
る
九
つ
の
鼓
社
の
ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
と
さ
れ

）
、
相
互
の
接
点
に
大

き
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。

⑨
鼓
社
節
と
龍
船
節
の
比
較

最
後
に
鼓
社
節
と
龍
船
節
と
の
共
通
点
と
差
異
点
を
比
較
し
つ
つ
検
討
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
明
ら
か
に
共
通

性
は
少
な
く
差
異
性
が
大
き
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
施
洞
と
そ
の
周
辺
の
地
域
で
は
、
性
格
や
目
的
の
異
な
る
祭
祀

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
社
会
の
再
生
や
更
新
が
動
態
的
に
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
共
通
点
に
つ
い
て
は
、
⑴
全
体
を
統
率
す
る

責
任
者
が
社
会
組
織
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ

鼓

（niel

）
を
象
徴
的
に
統
御
す
る
こ
と
、
⑵
父
系
氏
族
の
鼓
社
に
基
づ
く
血
縁
関

係
を
基
盤
と
し
、
相
互
の
連
合
な
い
し
は
内
部
統
一
に
よ
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
⑶
通
常
は
閉
鎖
的
に
暮
ら
し
て
い
る
村
落
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が
相
互
交
流
に
よ
っ
て
広

域
で
の
結
合
を
図
る
こ
と
、

⑷
男
女
の
恋
愛
に
よ
っ
て

新
た
な
配
偶
者
と
巡
り
合

い
、
子
供
に
恵
ま
れ
て
社

会
の
存
続
が
願
わ
れ
る
こ

と
な
ど
が
あ
る
（
表
3
）。

一
方
、
相
互
の
差
異
点

は
多
数
に
上
る
が
（
表

4
）、
生
業
基
盤
の
違
い

が
重
要
で
、
鼓
社
節
が
山

間
で
の
焼
畑
や
畑
作
を
基

盤
に
置
き
、
数
年
を
周
期

と
す
る
の
に
対
し
て
、
龍

船
節
は
水
稲
耕
作
を
基
盤

に
し
て
一
年
を
周
期
と
す

る
。
鼓
社
節
は
山
地
・
山

間
に
適
応
し
た
祭
祀
、
龍

船
節
は
平
地
・
河
川
に
適

表3 鼓社節と龍船節の共通点

鼓社節 龍船節

責任者 鼓臓頭（ghab niel） 鼓頭（ghab niel）

社会組織 鼓社（父系氏族）を統合 鼓社（父系氏族）を基盤

村落の機能 村落と村落の結合（集中） 村落と村落の結合（巡回）

男女の関係 游方による恋愛 游方による恋愛

表4 鼓社節と龍船節の差異点

鼓社節 龍船節

象徴 木鼓 龍船

材料 楓樹・楠樹 泡桐・杉樹

音の媒体 木鼓（銅鼓） 皮鼓と銅鑼（銅鼓）

音の意味 祖先の霊の覚醒 原初の再現・天地の再生

媒介者 巫師（一部女装） 巫師・打鑼手（女装・少年）

祭祀周期 12年に1回（一部に6年） 1年に1回

祭祀時期 10月（収穫後） 5月（田植後）

祭祀期間 10日以上 1村落1日

祭祀形態 集中（盧笙坪など） 拡散（川沿いと川岸）

起源伝承 楓・蝶々・人間の誕生 龍への復讐・龍肉の分配

伝承の原点 生 死

発生と終末 樹木から洞窟へ 水底（龍潭）から水上へ

生業 畑作・焼畑・棚田 水稲・稲作・水田

自然との連動 山から里へ（大地の重視） 川から川へ（天地の境界）

環境適応 山地・山間 平地・河川

儀礼の中核 供犠（水牛・豚） 贈物（鶏・鴨・鵞鳥・豚）

究極の目的 祖先祭祀・異界交流・多産繁栄 農耕儀礼・風調雨順・災厄除去

歴史的変化 漢族の影響は少ない 漢族の習俗の影響と創造
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応
し
た
祭
祀
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
た
、
祭
祀
の
究
極
の
目
的
は
鼓
社
節
は
供
犠
に
よ
る
祖
先
祭
祀
で
異
界
と
の
交
流
を
行

い
、
祖
先
の
加
護
で
子
宝
に
恵
ま
れ
て
子
孫
繁
栄
を
願
う
こ
と
を
主
眼
と
す
る
の
に
対
し
て
、
龍
船
節
は
贈
物
に
よ
る
人
間
同
士
の

交
流
を
主
体
と
す
る
農
耕
儀
礼
の
様
相
を
持
ち
、
天
候
が
順
調
で
雨
に
恵
ま
れ
て
豊
作
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
合
わ
せ
て
災
厄
を
除

去
す
る
。
歴
史
的
変
化
の
状
況
も
相
互
に
異
な
り
、
鼓
社
節
が
外
部
の
影
響
を
さ
ほ
ど
受
け
ず
慣
習
の
維
持
に
主
力
を
注
い
だ
の
に

対
し
て
、
龍
船
節
は
漢
族
の
習
俗
の
影
響
を
受
容
し
な
が
ら
も
再
構
築
し
創
造
し
て
い
く
中
で
維
持
し
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
祭
祀
を
通
じ
て
苗
族
の
流
動
的
な
文
化
構
築
の
諸
相
が
明
ら
か
に
な
る
。

龍
船
節
や
鼓
社
節
に
は
、
社
会
関
係
、
政
治
的
秩
序
、
歴
史
的
連
関
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
神
話
と
儀
礼
が
根
源

で
重
要
な
機
能
を
果
た
し
、
自
然
と
の
共
生
感
覚
を
基
礎
と
し
て
、
定
期
的
に
自
然
と
人
間
に
共
通
す
る
生
命
の
循
環
を
再
確
認
す

る
こ
と
で
生
き
る
姿
勢
が
明
確
で
あ
る
。
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
旱
魃
と
洪
水
に
翻
弄
さ
れ
、
暴
風
、
雹
、
雷
、
冷
害
、
病
虫
害

な
ど
の
災
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
彼
等
に
と
っ
て
、
自
然
界
の
神
霊
と
共
に
生
き
、
生
命
の
循
環
を
共
有
す
る
こ
と
が
生
活
の
根
幹

で
あ
っ
た

）
。

九

姉
妹
節
の
起
源
伝
承

龍
船
節
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
年
中
行
事
の
中
で
の
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
施
洞
に
は
龍
船
節
と

並
ん
で
地
域
の
特
色
を
示
す
祭
祀
で
あ
る
姉
妹
節
（
吃
姉
妹
飯
節
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、
相
互
を
比
較
対
照
し
て
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

姉
妹
節
は
毎
年
旧
暦
の
三
月
一
四
・
一
五
日
を
中
心
に
施
洞
一
帯
の
苗
族
の
家
々
で
行
わ
れ
、
若
い
男
女
が
多
数
参
加
す
る
。
こ

の
祭
祀
は
苗
語
で
は
、

ノ
ン
カ
ー
リ
ャ
ン

（no
n
g
x
g
a
d
lia

n
gl

）
と
い
い
、
仲
間
（
リ
ャ
ン
）
が
一
緒
に
、
御
飯
（
カ
ー
）
を
食

祭祀と世界観の変容

225



べ
る
（
ノ
ン
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
カ
ー
リ
ャ
ン
（ga

d
lia

n
gl

）
に
は
合
同
飲
食
の
意
味
も
あ
る
。
別
称
は
ニ
ア
ン
チ
ア
（ni‑

a
n
g
x
jid

a
d

）
で
、
ニ
ア
ン
は
年
、
チ
ア
（jid

a
d

）
は
姉
妹
を
意
味
す
る
。
一
三
日
に
は
山
に
登
っ
て
糯
米
飯
を
色
付
け
す
る
原
料

に
な
る
草
木
や
花
を
摘
み
、
一
四
日
に
は
田
圃
で
魚
を
捕
っ
て
糯
米
を
蒸
す
。
鴨
の
肉
を
用
意
し
、
卵
も
鶏
で
な
く
鴨
（
ア
ヒ
ル
）

を
使
う
。
そ
の
理
由
は
鴨
は
川
を
渡
っ
て
対
岸
に
渡
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
こ
れ
に
因
ん
で
男
女
の
隔
た
り
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
籠
め
る
。
一
四
日
の
夜
と
一
五
日
の
昼
は
、
特
別
料
理
と
し
て
、
草
木
の
汁
を
使
っ
て
赤
・
青
・

黄
・
橙
・
紫
な
ど
極
彩
色
に
色
付
け
を
し
た
祝
い
の
日
の
食
物
の
糯
米
飯
（niaf

n
ef,

g
a
d
n
ef

）
で
御
馳
走
す
る
。
こ
れ
を
姉
妹

飯
と
い
い
五
色
飯
と
い
う
家
も
あ
る

）
。
御
馳
走
に
際
し
て
は
、
魚
・
蝦
を
そ
え
て
鴨
の
卵
を
炒
め
て
料
理
し
、
自
家
製
の
糯
米
酒
を

用
意
し
て
も
て
な
す
。
正
式
に
は
一
四
・
一
五
歳
の
女
性
が
同
年
齢
の
男
性
に
食
べ
さ
せ
、
一
八
・
一
九
歳
の
女
性
が
同
年
齢
の
男

性
に
食
べ
さ
せ
る
と
い
っ
た
や
り
方
を
取
る
［
燕

一
九
九
〇
‥
三
一
］。
糯
米
飯
を
食
べ
さ
せ
る
時
に
は
、
必
ず
酒
を
飲
ま
せ
る
が
、

そ
の
前
に
歌
を
即
興
で
歌
い
、
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
。
男
性
が
姉
妹
飯
を
食
べ
終
わ
る
と
、
女
性
は
御
飯
を
籠
や
飯
筐
（ke

nt

g
a
d

）
に
入
れ
て
上
げ
、
一
緒
に
馬
の
尾
を
垂
ら
し
た
笠
（
馬
尾
斗
笠
。m

os
g
h
a
b
d
aid

m
al

）
を
添
え
て
贈
る
。
ち
な
み
に
こ
の

笠
は
龍
船
節
の
時
に
、
船
に
乗
る
水
夫
が
被
る
笠
で
も
あ
り
、
嫁
入
り
に
使
わ
れ
る
な
ど
特
別
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
祭
り

の
日
は
早
朝
か
ら
夜
遅
く
ま
で
親
戚
・
知
人
・
友
人
が
各
家
を
訪
問
し
合
い
、
男
女
の
歌
掛
け
の
恋
愛
の
ユ
ー
フ
ァ
ン
（
游
方
）
が

行
わ
れ
、
合
わ
せ
て

鼓
、
蘆
笙
舞
、
闘
牛
、
賽
馬
、
闘
鳥
な
ど
を
し
て
楽
し
む
。

姉
妹
節
の
由
来
譚
は
数
多
く
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
若
い
男
女
の
恋
愛
が
そ
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
施
洞
で
一
九
八
三
年
八
月

に
現
地
で
聞
い
た
話
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

［
由
来
譚
Ⅰ
］
（
一
九

三
年
）

昔
か
ら
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
あ
る
家
で
一
番
上
の
娘
（
大
姐
）
が
嫁
に
行
き
、
長
い
間
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
家
に
残
っ
た
弟
や

妹
た
ち
は
姉
の
こ
と
を
大
変
懐
か
し
く
想
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
あ
る
日
姉
は
実
家
に
里
帰
り
し
て
来
た
。
姉
妹
た
ち
は
別
れ
て
か
ら
久
し
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振
り
だ
っ
た
の
で
、
顔
を
合
わ
せ
る
と
懐
か
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て
き
て
、
皆
で
喜
ん
で
一
堂
に
集
り
、
一
家
団
欒
の
食
事
（
団
円
飯
）
を
し

た
。
当
時
、
各
家
で
は
田
圃
で
魚
を
飼
っ
て
い
た
の
で
、
姉
妹
た
ち
は
一
緒
に
田
に
下
り
て
魚
を
掬
い
、
糯
米
飯
を
作
っ
て
一
緒
に
食
べ
た
。

姉
妹
た
ち
は
、
別
れ
る
時
に
は
お
互
い
を
想
う
情
が
深
か
っ
た
の
で
、
相
互
に
糯
米
飯
を

姉
妹
飯

と
し
て
花
籃
な
ど
と
共
に
贈
っ
て
記

念
と
し
た
。

姉
妹
飯

の
御
馳
走
は
、
昔
は
魚
を
捕
え
、
蝦
を
す
く
い
、
鶏
卵
を
炒
め
、
糯
米
を
蒸
し
、
自
家
製
の
米
酒
を
用
意
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
鶏
を
し
め
、
鴨
、
豚
肉
な
ど
も
必
要
で
あ
る
。
［
鈴
木
・
金
丸

一
九
八
五
‥
二
〇
一
］

こ
の
話
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
く
、
実
家
に
里
帰
り
し
た
嫁
を
も
て
な
す
こ
と
が
主
題
で
、
姉
妹
節
の
目
的
が
婚
姻
を
通
じ
て
の

人
間
関
係
の
再
確
認
に
あ
り
、
女
性
達
を
主
体
と
し
た
交
流
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
食
事
で
の
御
馳
走
を
心
を
籠
め

て
作
り
接
待
す
る
。
祭
り
の
日
の
食
物
の
糯
米
飯
に
色
づ
け
し
て
特
別
な
御
馳
走
と
し
て
提
供
し
、
贈
答
品
の
交
換
を
す
る
こ
と
に

姉
妹
節
の
特
色
が
あ
る
。

姉
妹
節
に
は
多
く
の
由
来
譚
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
施
洞
に
伝
わ
る
別
の
話
を
紹
介
す
る
。

［
由
来
譚
Ⅱ
］
（
一
九

一
年
）

む
か
し
む
か
し
、
あ
る
村
に
美
し
く
て
頭
の
よ
い
娘
た
ち
が
住
ん
で
い
た
。
娘
た
ち
は
豊
か
で
、
楽
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
が
、
た

だ
ひ
と
つ
不
満
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
娘
が
年
頃
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
嫁
に
来
て
く
れ
と
言
っ
て
く
る
若
者
が
い
な
い
こ
と
だ

っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
た
ち
は
集
ま
っ
て
相
談
し
た
。
暮
ら
し
は
ま
あ
ま
あ
い
い
し
、
顔
も
姿
も
そ
う
悪
い
方
で
は
な
い
。
銀
の
装
身
具
も
首

や
頭
に
い
っ
ぱ
い
つ
け
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
婿
さ
ん
が
見
つ
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
き
っ
と
こ
の
あ
た
り
が
と
て
も
へ
ん
ぴ
で
、
ほ
か
の
村

の
若
者
た
ち
は
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
娘
が
こ
の
村
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
。
み
ん
な
で
米
を
持
ち
寄
っ
て
、
村
の
川
原

で
に
ぎ
や
か
に
一
緒
に
食
事
を
し
、
歌
を
歌
い
、
踊
り
を
踊
っ
て
、
遠
く
の
村
の
若
者
た
ち
が
聞
き
つ
け
て
、
集
ま
っ
て
来
る
よ
う
に
し
よ

う
と
相
談
が
ま
と
ま
っ
た
。
さ
て
、
そ
の
日
が
来
た
が
、
そ
の
に
ぎ
や
か
な
こ
と
、
に
ぎ
や
か
な
こ
と
。
苗
族
の
人
の
好
き
な
闘
牛
、
競
馬
、

蘆
笙
踊
り
、
太
鼓
踊
り
な
ど
が
行
わ
れ
、
遠
く
の
村
の
若
者
た
ち
も
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た
。
娘
た
ち
は
彼
ら
を
手
厚
く
も
て
な
し
、
別

れ
際
に
は
、
自
分
た
ち
の
ハ
ン
カ
チ
に
糯
米
の
お
に
ぎ
り
を
沢
山
包
ん
で
お
土
産
と
し
て
渡
し
た
。
若
者
た
ち
は
心
の
こ
も
っ
た
も
て
な
し
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に
、
と
て
も
喜
ん
で
帰
っ
て
行
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
娘
た
ち
の
村
に
ハ
ン
カ
チ
（
花
帕
）
を
返
し
に
や
っ
て
来
た
若
者
た
ち
は
、
お

返
し
に
娘
た
ち
に
刺
繍
針
や
絹
糸
を
持
っ
て
来
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
若
者
た
ち
は
よ
く
遊
び
に
や
っ
て
来
て
、
お
互
い
に
気

持
が
通
じ
あ
う
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
娘
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
の
相
手
を
見
つ
け
て
め
で
た
く
一
緒
に
な
っ
た
。
…
…
こ
う
し
て
、
姉
妹

節
の
日
に
姉
妹
飯
を
食
べ
る
風
習
が
後
世
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
。
［
余
・
李

一
九
八
一
‥
一
四
］

こ
の
由
来
譚
は
姉
妹
節
の
始
ま
り
を
語
る
代
表
的
な
話
で
、
ハ
ン
カ
チ
（
花
帕
）
に
糯
米
を
包
ん
で
お
土
産
に
す
る
姉
妹
飯
の
習

俗
の
由
来
を
語
り
、
若
い
男
女
の
交
際
の
場
と
し
て
の
祭
祀
の
あ
り
方
を
良
く
示
し
て
い
る
。
ハ
ン
カ
チ
は
青
年
男
女
が
歌
の
掛
け

あ
い
を
し
た
後
に
、
娘
が
自
分
が
見
初
め
た
人
に
向
か
っ
て
投
げ
る

丟
花
帕

に
も
使
わ
れ
る
。
こ
の
由
来
譚
は
婿
選
び
が
主
題

で
、
か
つ
て
の
出
来
事
、
つ
ま
り
遠
く
か
ら
き
た
男
性
を
歌
と
踊
り
で
楽
し
ま
せ
る
様
子
は
、
施
洞
の
太
鼓
踊
り
、

鼓

（zu
k

niel

）
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。
食
事
の
御
馳
走
と
し
て
魚
を
差
し
上
げ
る
た
め
に
、
田
圃
の
中
の
魚
を
と
っ
て
も
て
な
し
た
様
子
は
、

田
圃
で
魚
を
と
る
（heik

n
ail

）
し
ぐ
さ
と
し
て
太
鼓
踊
り
の
中
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
二
人
の
女
性
が
広
場
の
中
央

に
い
て
皮
鼓
を
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と
単
調
に
早
く
叩
く
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
盛
装
し
た
男
性
と
女
性
が
周
囲
を
輪
に
な
っ
て
反
時
計

回
り
に
舞
う
。
蘆
笙
舞
と
同
じ
く
単
調
な
舞
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
年
寄
り
の
お
ば
あ
さ
ん
が
二
人
出
て
き
て
輪
の
中
に
入
り
、
一
人

は
笊
、
一
人
は
魚
籠
（kut

）
を
も
っ
て
、
面
白
可
笑
し
く
水
田
の
魚
（

田

魚

）
を
掬
い
取
る
所
作
を
始
め
た
。
笊
で
掬
っ
て
魚
籠

に
入
れ
る
様
子
を
、
滑
稽
に
演
じ
て
見
せ
、
わ
ざ
と
鶏
の
頭
を
魚
に
見
立
て
て
魚
籠
に
入
れ
込
ん
だ
り
も
す
る
。
魚
を
取
る
所
作
は

遠
く
か
ら
訪
ね
て
き
た
男
性
を
も
て
な
し
た
故
事
に
因
む
が
、
祖
先
の
生
業
の
再
現
で
も
あ
る
。
魚
は
豊
饒
多
産
の
象
徴
で
子
宝
に

恵
ま
れ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
先
祖
を
祀
る
時
に
必
ず
供
え
る
大
事
な
供
物
で
、
そ
の
理
由
は
か
つ
て
苗
族
の
祖
先
が
海
の
近

く
の
川
の
辺
に
住
ん
で
魚
を
食
べ
て
生
活
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う

）
。
祖
先
の
地
は
具
体
的
に
は
ど
こ
か
は
不
明
だ
が
、
多
く
の
人

は
漠
然
と
長
江
の
中
流
や
下
流
と
考
え
て
い
る
。
但
し
、
魚
を
祖
先
へ
の
供
物
と
す
る
こ
と
は
水
族
も
侗
族
も
同
様
で
、
同
様
の
慣

行
は
民
族
を
越
え
て
か
な
り
の
広
が
り
を
見
せ
る
。
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太
鼓
踊
り
に
は
別
の
由
来
伝
承
も
あ
る
。
施
洞
で
一
九
八
三
年
に
聞
い
た
話
で
は
、
起
源
は
蝶
々
の
メ
イ
パ
ン
メ
イ
リ
ュ
ウ
が
生

ん
だ
卵
か
ら
生
ま
れ
た
人
類
始
祖
の
チ
ャ
ン
ヤ
ン
（Ja

n
g
x
V
a
n
g
b.

姜
央
）
が
、
啄
木
鳥
が
木
を
つ
つ
く
音
を
き
い
て
太
鼓
の
リ
ズ

ム
を
作
り
、
水
中
の
虫
の
回
遊
す
る
様
を
み
て
踊
り
の
輪
と
ス
テ
ッ
プ
を
考
え
出
し
た
と
い
う

）
。
鳥
や
虫
と
い
っ
た
生
物
と
人
間
と

の
交
流
を
基
盤
に
し
て
、
人
間
界
の
男
女
の
微
妙
な
感
情
の
揺
れ
動
き
を
所
作
に
表
し
て
表
現
し
て
い
る
の
が
太
鼓
踊
り
で
あ
る
。

一
方
、
革
一
（G

h
a
b
Y
if.

台
拱
鎮
の
西
北
一
六
㎞
）
で
の
姉
妹
節
は
二
月
一
五
日
に
行
わ
れ

）
、
三
種
の
由
来
譚
が
報
告
さ
れ
て
い

る
［
呉
通
発

一
九
八
三
‥
三
一
│
三
三
］。
第
一
の
話
は
由
来
譚
②
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
贈
物
に
特
定
の
意
味
を
籠
め
る
と
い
う
。

そ
れ
に
よ
る
と
女
性
が
男
性
に
籠
や
飯
筐
、
ま
た
は
ハ
ン
カ
チ
に
姉
妹
飯
を
入
れ
る
時
に
、
機
敏
な
娘
は
意
中
の
人
に
自
分
の
気
持

を
暗
示
す
る
贈
物
を
同
封
す
る
。
例
え
ば
松
葉
を
入
れ
れ
ば
刺
繍
針
か
刺
繍
糸
を
欲
し
い
、
竹
鉤
を
飯
筐
に
掛
け
れ
ば
傘
を
御
礼
に

欲
し
い
と
い
う
意
味
で
、
二
つ
の
竹
鉤
を
互
い
に
引
掛
け
て
あ
れ
ば
恋
人
に
何
回
も
訪
ね
て
も
ら
っ
て
交
わ
り
を
結
ん
で
欲
し
い
と

い
う
意
味
に
な
る
。
ま
た
、
香
椿
の
芽
が
入
れ
て
あ
れ
ば
結
婚
の
意
思
表
示
で
、
飯
筐
に
生
き
た
鴨
が
掛
け
て
あ
れ
ば
生
き
た
豚

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
唐
辛
子
や
大
蒜
が
入
れ
て
あ
れ
ば
絶
交
だ
と
い
う
。
心
を
物
に
託
し
て
相
手
に
意
志
を
伝
え
る
約
束

事
が
複
雑
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。

第
二
の
話
で
は
生
業
や
社
会
に
関
す
る
由
来
譚
が
語
ら
れ
る
。
以
下
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

［
由
来
譚
Ⅲ
］
（
一
九

三
年
）

昔
、
苗
族
の
婚
姻
は
妻
訪
い
だ
っ
た
の
で
、
子
供
た
ち
は
母
だ
け
を
知
り
父
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
男
た
ち
は
し
ば
し
ば
群
を
組

ん
で
山
へ
狩
猟
に
出
か
け
、
一
冬
ま
た
は
一
春
の
間
、
家
を
留
守
に
し
た
の
で
、
春
の
耕
作
や
種
蒔
き
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

母
親
は
仕
方
な
く
、
娘
に
牛
を
引
か
せ
て
田
を
鋤
く
よ
う
に
迫
っ
た
が
、
牛
は
娘
を
あ
な
ど
っ
て
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
の
で
、
娘
は
大
声

で
泣
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
母
親
と
父
親
が
口
喧
嘩
を
は
じ
め
て
、
娘
と
息
子
の
ど
ち
ら
を
手
元
に
止
め
て
お
く
方
が

良
い
の
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
た
。
母
親
は
七
人
の
娘
が
い
れ
ば
一
人
一
枚
ず
つ
衣
服
を
織
り
、
そ
れ
で
身
を
包
む
こ
と
が
で
き
、
天
候
が
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寒
く
な
っ
て
も
凍
え
死
ぬ
こ
と
が
な
い
か
ら
、
娘
が
よ
い
と
主
張
す
る
。
一
方
、
父
親
は
七
人
の
息
子
が
い
れ
ば
、
一
人
に
つ
き
一
か
つ
ぎ

の
柴
を
刈
っ
て
き
て
暖
め
て
く
れ
て
、
ど
ん
な
大
雪
で
も
寒
い
こ
と
は
な
い
か
ら
、
七
枚
の
衣
服
よ
り
も
七
か
つ
ぎ
の
柴
の
方
が
勝
っ
て
い

て
、
息
子
の
方
が
良
い
と
主
張
し
た
。
母
親
は
議
論
に
負
け
て
、
娘
を
嫁
に
出
す
こ
と
に
し
た
が
、
娘
は
ど
う
し
て
も
母
親
の
そ
ば
を
離
れ

る
こ
と
を
承
知
し
な
い
。
そ
こ
で
母
親
は
一
計
を
案
じ
、
祭
り
の
日
に
赤
、
黄
、
紫
、
白
の
姉
妹
飯
を
お
前
た
ち
に
炊
い
て
あ
げ
る
か
ら
、

気
の
合
う
若
者
を
選
ん
で
嫁
に
行
く
が
よ
い
と
言
っ
た
。
娘
た
ち
は
皆
喜
ん
で
母
の
言
い
付
け
に
従
う
と
、
若
者
た
ち
は
大
事
に
し
て
く
れ

た
の
で
、
嫁
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
か
ら
、
姉
妹
飯
の
集
い
は
娘
た
ち
の
楽
し
い
祭
り
と
な
っ
た
。
［
呉
通
発

一
九
八
三
‥
三

二
］。

こ
の
由
来
譚
は
婚
姻
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
妻
訪
い
（
妻
方
居
住
）
の
夫
方
居
住
へ
の
変
化
や

族
外
婚

（ex
o
g
a
m
y

）
の
習
慣
を
伝
え
る
。
苗
族
は
現
在
で
も
結
婚
し
て
子
供
が
で
き
る
一
年
間
ぐ
ら
い
は
妻
訪
い
で
、
夫
が
訪
ね
て
き
て

泊
っ
て
も
朝
方
に
は
帰
っ
て
行
く
生
活
が
続
き
、
子
供
が
で
き
る
と
夫
方
の
家
へ
引
き
移
る
と
い
う
婚
姻
形
態
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
昔
話
や
伝
説
の
中
で
は
婿
入
り
婚
が
嫁
入
り
婚
へ
変
わ
っ
て
き
た
と
説
く
も
の
が
多
く
、
こ
の
由
来
譚
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
婚
姻
に
関
し
て
は
、
祖
先
が
同
じ
父
系
の
氏
族
（patrilin

eal
cla

n

）
の
内
部
で
は
結
婚
で
き
ず
、
外
部
の
氏
族
の
者
と
結
婚

す
る

族
外
婚

の
規
定
が
あ
り
、
村
は
同
一
の
父
系
氏
族
に
相
当
す
る

鼓
社

で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
村
外

婚
が
通
常
の
婚
姻
形
態
で
あ
っ
た
。
村
の
人
々
は
村
内
の
氏
族
と
は
異
な
る
氏
族
と
の
交
流
や
、
村
外
の
者
と
の
つ
き
あ
い
に
よ
っ

て
社
会
の
絆
を
拡
大
す
る
。

第
三
の
話
は
婚
姻
規
制
の
族
外
婚
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
一
部
に
採
集
者
の
解
釈
が
入
る
。

［
由
来
譚
Ⅳ
］
（
一
九

三
年
）

昔
、
台
江
一
帯
の
苗
族
は
、
チ
ャ
ン
リ
ュ
（
将
略
）
と
い
う
名
の
一
つ
の
氏
族
で
、
人
口
も
た
い
へ
ん
少
な
く
、
血
縁
も
近
か
っ
た
の

で
、
榕
江
県
利
島
や
排
待
一
帯
の
別
の
氏
族
の
苗
族
と
結
婚
す
る
こ
と
に
し
た
。
当
時
は
対
偶
婚）
で
、
娘
は
嫁
に
行
く
こ
と
を
望
ま
な
か
っ

た
。
娘
た
ち
は
無
理
や
り
嫁
に
や
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
百
嘎
雅
山
の
頂
き
に
登
り
、
終
始
父
母
兄
弟
を
恋
し
が
っ
た
。
彼
女
た
ち
を

法学研究 83 巻 2 号（2010 : 2）

230



探
し
て
別
の
道
を
登
っ
て
き
た
父
母
た
ち
と
会
う
と
、
娘
は
山
の
窪
み
の
風
景
樹
の
下
に
坐
り
、
泣
き
な
が
ら
歌
を
う
た
っ
た
。
そ
れ
は
、

私
た
ち
は
同
じ
父
母
か
ら
生
れ
て
、
同
じ
よ
う
に
母
に
背
負
わ
れ
、
母
の
床
で
眠
っ
て
い
た
の
に
、
兄
弟
た
ち
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ひ
ど

い
仕
打
ち
を
す
る
の
、
姉
や
妹
を
遠
く
へ
嫁
に
や
ろ
う
な
ん
て
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
あ
る
娘
は
風
景
樹
の
下
で
哭
死
し
、
あ
る
娘
は
家

に
戻
っ
て
一
生
独
身
で
通
す
こ
と
を
望
ん
だ
。
父
と
母
は
こ
の
様
子
を
み
て
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
て
、
村
で
父
母
、
兄
弟
、
姉
妹
が
集
ま
っ

て
、
三
日
間
の
姉
妹
節
を
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
娘
の
心
を
な
ぐ
さ
め
、
嫁
入
り
に
は
付
き
そ
っ
て
行
く
こ
と
を
決
め
た

の
で
あ
る
。
ま
も
な
く
こ
れ
が
節
日
の
伝
統
と
な
っ
て
、
姉
妹
節
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
［
呉
通
発

一
九
八
三
‥
三
二
］。

一
方
、
施
洞
に
は
別
系
統
の
生
業
の
由
来
に
関
わ
る
別
の
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

［
由
来
譚
Ⅴ
］
（
一
九

一
年
）

昔
、
一
九
六
人
の
娘
が
い
て
、
み
ん
な
嫁
に
行
か
ず
、
一
緒
に
荒
地
を
切
り
拓
い
た
。
娘
た
ち
は
一
二
〇
〇
俵
の
穀
物
が
収
穫
で
き
る

田
畑
を
開
墾
し
、
と
も
に
住
み
畑
仕
事
を
し
た
。
そ
れ
が
多
く
の
若
者
を
ひ
き
つ
け
、
ユ
ー
フ
ァ
ン
（yo

u
x
fa
n
g
b.

游
方
。
歌
掛
け
に
よ

る
若
い
男
女
の
恋
愛
）
に
や
っ
て
来
て
、
若
者
は
蘆
笙
や
銅
鼓
を
奏
で
、
娘
た
ち
を
踊
り
に
誘
っ
た
。
若
者
は
無
償
で
娘
た
ち
の
野
良
仕
事

を
手
伝
い
、
彼
ら
の
間
に
友
情
が
芽
生
え
た
。
娘
た
ち
は
感
謝
と
愛
慕
の
気
持
ち
か
ら
、
若
者
を
引
き
止
め
、
一
緒
に
住
ま
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
山
に
登
っ
て
黄
色
に
染
め
る
こ
と
の
で
き
る
花
と
、
紫
に
染
め
る
こ
と
の
で
き
る
葉
を
と
っ
て
き
て
、
白
い
御
飯
と
混
ぜ
合
わ

せ
て
、
花
米
飯
を
つ
く
り
恋
人
に
食
べ
さ
せ
た
。
彼
ら
は
め
い
め
い
自
分
の
気
に
入
っ
た
人
を
選
び
、
結
婚
し
た
。
こ
の
時
か
ら
暖
か
い
春

が
訪
れ
て
花
が
咲
く
三
月
に
な
る
と
、
こ
の
一
帯
の
女
性
、
こ
と
に
若
い
娘
は
み
な
姉
妹
飯
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
男
性
の
参
加
も
歓
迎

し
た
。
こ
れ
が
今
に
伝
わ
っ
て
姉
妹
節
と
な
っ
た
。
［
陳
黙
渓

一
九
八
一
‥
一
五
五
］。

こ
の
話
は
開
墾
に
関
わ
る
由
来
を
述
べ
、
苗
族
が
畑
作
（
焼
畑
）
と
狩
猟
を
生
業
の
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
別
の
由

来
譚
で
は
開
墾
は
男
性
の
仕
事
と
し
、
生
業
で
の
性
別
役
割
分
担
を
伝
え
る
。

［
由
来
譚
Ⅵ
］
（
一
九
九
一
年
）

昔
、
清
水
江
の
畔
の
あ
る
家
に
三
人
の
娘
が
い
て
立
派
に
成
人
し
た
が
、
当
時
の
男
性
の
青
年
は
全
て
山
の
上
で
土
地
を
開
墾
し
て
い
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た
。
村
の
中
で
は
女
性
た
ち
が
織
物
と
刺
繍
を
し
て
、
老
人
が
家
の
世
話
を
し
て
い
た
。
春
が
来
て
人
々
を
川
辺
に
招
待
し
て
魚
や
蝦
を
獲

っ
て
遊
ぶ
こ
と
に
し
た
。
村
の
入
口
に
出
る
と
、
雀
が
つ
が
い
に
な
っ
て
鳴
き
か
わ
し
て
い
る
の
を
見
た
。
川
辺
に
来
る
と
魚
や
蝦
が
つ
が

い
に
な
っ
て
い
た
の
で
気
分
が
悪
く
な
っ
た
。
家
に
戻
る
と
病
気
に
な
っ
て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
年
寄
り
の
爺
さ
ん
婆
さ
ん
が
心
配
し
て
張

と
い
う
古
老
（
姜
央
。
苗
族
の
先
祖
）
に
教
え
を
乞
い
薬
の
処
方
を
求
め
た
。
張
古
老
は
に
や
り
と
笑
っ
て

娘
た
ち
に
魚
と
蝦
を
獲
っ
て

こ
さ
せ
て
料
理
し
て
、
甑
に
餅
米
飯
を
蒸
し
て
色
と
り
ど
り
に
染
め
て
華
や
か
な
御
飯
を
食
べ
れ
ば
、
蚊
に
か
ま
れ
る
恐
れ
は
な
く
な
る
。

人
々
が
寄
り
集
ま
っ
て
赤
飯
を
食
べ
れ
ば
病
気
は
治
る
だ
ろ
う

と
告
げ
た
。
父
母
は
こ
れ
に
従
っ
て
準
備
し
、
若
い
男
性
は
全
て
山
を
降

り
て
き
て
赤
飯
を
食
べ
た
。
娘
た
ち
は
自
分
の
心
持
を
託
し
て
、
松
の
小
枝
や
葉
な
ど
を
赤
飯
の
中
に
入
れ
て
若
い
男
性
に
贈
っ
た
。
そ
の

後
、
男
性
た
ち
が
返
礼
に
来
た
時
に
、
娘
た
ち
は
皆
、
自
分
の
思
い
通
り
の
良
き
伴
侶
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
娘
た
ち
の
多
く
は
家
の

主
と
な
り
、
そ
の
後
徐
々
に
と
変
化
し
家
々
の
全
て
が
姉
妹
節
を
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
。
［
成

一
九
九
一
‥
六
一
│
六
二）
］

男
性
は
山
で
畑
仕
事
、
女
性
た
ち
は
家
で
織
物
と
刺
繍
と
い
う
生
活
形
態
は
、
こ
の
地
の
人
々
が
伝
統
的
に
営
ん
で
き
た
暮
ら
し

で
あ
っ
た
。
男
女
に
巡
り
あ
う
機
会
が
な
く
、
鳥
や
魚
や
蝦
が
つ
が
う
様
相
を
見
て
自
分
た
ち
の
行
く
末
に
不
安
を
抱
き
、
人
類
始

祖
の
姜
央
（Ja

n
g
d
Y
a
n
g
b

、
チ
ャ
ン
ヤ
ン
）
の
意
見
を
入
れ
、
色
つ
き
の
糯
米
飯
で
男
性
を
接
待
す
る
機
会
を
作
る
こ
と
で
配
偶
者

を
見
出
す
。
積
極
的
に
生
業
活
動
を
営
み
、
自
己
の
側
か
ら
意
志
を
伝
え
る
女
性
た
ち
の
姿
の
描
写
は
、
現
代
の
状
況
と
さ
ほ
ど
変

わ
ら
な
い
。
起
源
伝
承
の
語
り
は
遠
い
過
去
の
話
で
は
な
く
、
現
在
の
日
常
生
活
と
連
続
し
て
い
る
。

一
〇

龍
船
節
と
姉
妹
節
の
比
較

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
龍
船
節
と
姉
妹
節
に
つ
い
て
、
儀
礼
や
由
来
譚
に
関
し
て
検
討
を
加
え
る
と
、
か
な
り
対
照
的
な
性
格
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
儀
礼
に
注
目
す
る
と
、
龍
船
節
は
男
性
を
担
い
手
と
し
（
女
性
は
船
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い

る
）、
祭
場
は

川

と
い
う
屋
外
（
村
の
外
部
）
が
主
体
で
あ
り
、
供
物
も
鶏
、
鴨
、
鵞
鳥
、
豚
と
い
っ
た
肉
類
が
主
体
で
あ
る
の
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に
対
し
、
姉
妹
節
は
女
性
を
担
い
手
と
し
（
料
理
を
作
る
の
は
女
性
で
あ
る
）、
祭
場
は

家

と
い
う
屋
内
（
村
の
内
部
）
が
主
体
で
、

供
物
も
魚
や
蝦
な
ど
の
魚
類
を
必
ず
提
供
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
龍
船
節
は
人
間
の
居
住
空
間
の
村
落
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、

外

部

と
結
び
付
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
姉
妹
節
は
村
落
の
中
の
個
々
の
家
と
い
う

内
部

に
結
び
付
い
て
い
る
。
双
方
と
も
に

贈
与
交
換
が
重
要
で
あ
る
が
、
龍
船
節
は
村
内
で
飼
育
し
た
陸
上
の
も
の
（
肉
類
）
を
主
体
と
す
る
の
に
対
し
、
姉
妹
節
は
村
外
で

捕
獲
し
た
水
中
の
も
の
（
魚
類
）
を
主
体
と
す
る
。
龍
船
節
で
は
儀
礼
は

外
在
化

し
て
展
開
し
、
贈
与
交
換
は

内
在
化

す

る
の
に
対
し
、
姉
妹
節
で
は
儀
礼
は

内
在
化

し
て
展
開
し
、
贈
与
交
換
は

外
在
化

す
る
。

祭
祀
で
の
行
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
龍
船
節
の
場
合
は
、
贈
与
交
換
を
中
心
に
多
数
の
村
々
を
龍
船
で
め
ぐ
る
水
上
の
移
動

が
主
体
で
男
性
が
主
導
権
を
握
っ
て
、
多
く
の
人
々
を
結
び
付
け
る

遠
心
的

活
動
で
、
祖
先
や
樹
神
を
始
め
天
地
万
物
な
ど
多

様
な
神
霊
と
の
交
流
を
は
か
っ
て
、
異
界
と
の
交
流
を
目
指
す

他
界
指
向

で
あ
る
。
姉
妹
節
の
場
合
は
、
婚
姻
に
よ
る
陸
上
で

の
定
着
を
目
的
と
し
て
、
女
性
が
主
導
権
を
握
っ
て
姉
妹
飯
の
接
待
を
行
い
、
歌
と
踊
り
を
主
体
と
し
て
、
単
一
の
場
所
に
人
々
を

集
め
る

求
心
的

活
動
で
、
神
霊
と
の
交
流
の
観
念
は
薄
く
、
恋
愛
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

現
世
指
向

で
あ
る
。
日
常
生
活
と

の
関
連
で
は
、
龍
船
節
は
神
霊
の
加
護
の
下
に
村
外
に
広
が
る
田
畑
な
ど
の
生
業
に
関
わ
る
祈
願
の
色
彩
を
持
ち
、
合
わ
せ
て
複
数

の
村
落
間
の
人
間
関
係
の
維
持
を
目
指
す
の
に
対
し
て
、
姉
妹
節
は
単
一
の
村
落
内
で
の
若
い
男
女
の
恋
愛
や
掛
け
ひ
き
を
中
心
に

婚
姻
に
よ
る
新
た
な
生
活
を
切
り
開
く
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
祭
祀
に
関
連
す
る
生
活
領
域
は
、
龍
船
節
は

外

部

、
姉
妹
節
は

内
部

で
あ
る
。
総
じ
て
自
然
と
の
関
わ
り
で
は
、
龍
船
節
で
は
村
が

川

と
い
う
宗
教
性
を
帯
び
た

周

縁

の
空
間
を
媒
介
と
し
て
神
霊
と
の
交
流
を
通
じ
て

外
部

と
の
結
び
付
き
を
図
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
姉
妹
節
で
は
村
が

家

と
い
う
社
会
生
活
の

中
心

の
空
間
を
媒
介
と
し
て
人
間
同
士
の
交
流
を
図
り
、

内
部

を
強
化
し
よ
う
と
す
る
、
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
図
3
）。

次
に
由
来
譚
に
基
づ
い
て
、
神
話
的
な
側
面
を
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
で
検
討
す
る
と
、
龍
船
節
が
田
植
と
い
う
稲
の
成
長
期
に
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は
大
切
な
時
に
行
わ
れ
、
龍
に
祈
雨
や
止
雨
を
祈
願
し
て
豊
作
を
願
い
、
か

つ
て
は
蓑
笠
を
つ
け
た
男
た
ち
を
船
に
乗
り
込
ま
せ
た
な
ど
、

水

と
の

関
連
を
持
つ
の
に
対
し
、
姉
妹
節
は
開
墾
の
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
畑
作

と
結
び
付
き
焼
畑
や
狩
猟
と
の
関
連
も
あ
る
。
苗
族
は
か
つ
て
は
冬
の
間
は

狩
猟
や
採
集
で
暮
ら
し
、
農
作
業
が
始
ま
る
春
の
旧
暦
二
月
か
ら
三
月
の
姉

妹
節
の
頃
は
、
焼
畑
の
火
入
れ
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
生
業
で
言
え
ば
、

龍
船
節
は
水
稲
、
姉
妹
節
は
陸
稲
や
雑
穀
（
焼
畑
）
と
関
連
が
深
い
。
一
方
、

龍
船
節
が
行
わ
れ
る
時
期
は
暑
い
夏
と
雨
期
に
差
し
掛
か
る
旧
暦
五
月
で
、

病
気
や
災
い
が
降
り
か
か
る
の
を
防
御
し
て
水
界
の
魔
物
を
鎮
圧
す
る
様
相

が
色
濃
い
の
に
対
し
て
、
姉
妹
節
に
は
不
幸
の
除
去
の
様
相
は
な
く
現
世
享

楽
の
色
彩
が
色
濃
い
。
伝
承
の
起
源
地
は
、
龍
船
節
は
龍
潭
で
の
龍
に
よ
る

男
の
子
の
殺
害
と
父
親
の
復
讐
か
ら
始
ま
っ
た
の
で

川

で
あ
る
。
姉
妹

節
の
起
源
地
は
、
男
性
の
山
で
の
狩
猟
へ
の
不
満
（
由
来
譚
Ⅲ
）、
山
の
頂

き
で
家
族
と
の
別
離
を
嘆
き
樹
木
に
祈
る
（
由
来
譚
Ⅳ
）、
山
で
花
や
葉
を

集
め
て
御
飯
を
色
付
け
す
る
（
由
来
譚
Ⅴ
）
な
ど

山

と
の
結
び
付
き
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
化
的
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
龍
船
節
は
形
象
化
さ
れ

る
龍
を
主
題
と
し
て
お
り
、
端
午
節
と
の
共
通
性
が
あ
り
、
漢
族
の
文
化
の

影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
苗
族
側
の
読
み
替
え
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の

に
対
し
て
、
姉
妹
節
は
糯
米
飯
と
い
う
苗
族
に
と
っ
て
は
祭
り
に
欠
か
せ
な

図 3　村と祭りのあり方
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い
御
馳
走
を
色
付
け
す
る
と
い
う
特
別
の
も
て
な
し
を
中
核
に
、
歌
や
踊
り

を
通
じ
て
若
い
男
女
の
歌
掛
け
の
恋
愛
で
あ
る
ユ
ー
フ
ァ
ン
（
游
方
）
が
展

開
し
、
人
類
始
祖
の
姜
央
（
チ
ャ
ン
ヤ
ン
）
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
太
鼓
踊
り

を
行
っ
て
、
か
つ
て
の
生
業
の
様
相
を
演
じ
る
な
ど
、
苗
族
の
独
自
性
が
各

所
に
組
み
込
ま
れ
、
祭
祀
形
成
に
あ
た
っ
て
の
社
会
・
文
化
的
背
景
の
差
異

が
見
ら
れ
る
。

龍
船
節
と
姉
妹
節
の
対
比
的
な
特
徴
を
列
記
し
て
整
理
し
て
お
く
（
表

5
）。
由
来
譚
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
龍
船
節
の
主
人
公
は
男
性
で
父

と
子
と
い
う
タ
テ
の
人
間
関
係
を
基
本
と
し
、
龍
に
殺
さ
れ
た
チ
ュ
ウ
ポ
ウ

（
久
宝
、
久
保
）
に
な
ぞ
ら
え
た
女
装
し
た
男
性
の

少
年

を
船
に
の
せ
る

と
い
う
形
で
神
話
的
人
物
を
祭
祀
の
中
に
登
場
さ
せ
る
。
物
語
で
は
他
界

（
水
界
）
か
ら
現
れ
た
怪
物
で
あ
る
龍
を
退
治
す
る
こ
と
で
天
地
の
秩
序
の

再
生
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
祭
祀
の
中
で
は
由
来
譚
の
行
為
が
再
現
さ
れ

る
。
担
い
手
は
龍
船
の
乗
組
員
は
男
性
に
限
定
さ
れ
、
水
夫
は
父
系
の
氏
族

の
鼓
社
と
い
う
血
縁
関
係
を
重
視
し
、
社
会
的
基
盤
に
男
性
の
影
響
力
が
強

く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
姉
妹
節
の
主
人
公
は
女
性
で
、
姉
と
妹
と

い
う
ヨ
コ
の
人
間
関
係
を
基
本
と
し
、
祭
祀
の
中
で
も
由
来
譚
を
再
現
し
て
、

未
婚
の
女
性
の

娘

が
家
の
中
で
接
待
を
し
て
、
太
鼓
踊
り
で
も
て
な
す

の
で
あ
り
、
神
話
的
人
物
を
演
ず
る
の
は
女
性
で
あ
る
。
物
語
で
は
現
世

表5 龍船節と姉妹節の比較

龍船節 姉妹節

担い手 男性 女性

祭場 屋外（川、村の外）・外部 屋内（家、村の内）・内部

供物 肉類中心 魚類を含む

儀礼行動 水上の移動 陸上の定着

社会集団 多数の村（遠心的） 単一の村（求心的）

性格 他界指向（神霊との交流） 現世指向（男女の恋愛）

生業 稲作、灌漑（水） 畑作、焼畑（火）、狩猟

神話的人物の再現 女装する男性（少年） 未婚の女性（娘）

伝承の起源地 川 山

主人公 父子（タテ） 姉妹（ヨコ）

物語 怪物を退治 人間の婚姻

結末 天地の再生（文化的） 社会の存続（社会的）
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（
他
村
）
か
ら
現
れ
た
男
性
と
一
緒
に
な
っ
て
結
婚
す
る
こ
と
で
社
会
の
存
続
が
図
ら
れ
る
。
祭
祀
で
は
若
い
男
女
の
恋
愛
が
第
一

の
目
的
で
あ
り
、
よ
き
配
偶
者
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
が
最
優
先
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
女
性
が
主
体
に
行
動
し
て
積
極
的
に
動
く

こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
水
稲
に
基
盤
を
置
く
社
会
が
、
男
性
を
中
心
と
し
、
階
層
的
秩
序
に
よ
る
統
合
を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
、

畑
作
に
生
業
の
基
盤
を
置
く
社
会
が
女
性
に
大
き
な
地
位
を
与
え
て
平
等
的
秩
序
を
重
視
す
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
差
違
の
発

生
も
理
解
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
終
的
に
は
、
龍
船
節
で
は
儀
礼
に
よ
っ
て
村
の

外
部

へ
怪
物
を
排
除
し
、

天
地
の
再
生

を
再
確
認
す
る
の
に
対
し
て
、

姉
妹
節
で
は
接
待
や
芸
能
に
よ
っ
て
村
の

内
部

へ
人
間
を
受
容
し
て

社
会
の
存
続

を
願
う
。
前
者
は
男
性
主
導
、
後
者
は

女
性
主
導
の
祭
祀
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
内
と
外
、
求
心
と
遠
心
、
女
性
と
男
性
と
い
っ
た
二
元
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
象

徴
的
秩
序
と
、
生
業
の
複
合
に
伴
う
価
値
付
け
の
差
違
、
基
盤
と
な
る
血
縁
と
婚
姻
に
よ
る
社
会
結
合
、
漢
族
と
の
歴
史
的
な
関
係

性
な
ど
様
々
の
要
素
に
つ
い
て
の
苗
族
の
生
き
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
、
龍
船
節
が
男
性
主
体
の
祭
祀
で
遠
心
的
指
向
を
包
含
し
つ
つ
、
霊
界
と
の
交
流
を
図
り
、
秩
序
の
再
生
を
意
味
付
け
直

す
文
化
的
側
面
に
関
与
す
る
の
に
対
し
て
、
姉
妹
節
は
女
性
主
体
の
祭
祀
で
求
心
的
指
向
を
包
含
し
つ
つ
、
人
間
相
互
の
交
流
を
図

り
社
会
の
存
続
を
現
実
化
す
る
社
会
的
側
面
に
強
調
点
を
置
い
て
い
る
。
施
洞
の
苗
族
は
、
祭
祀
を
通
じ
て
自
ら
の
生
活
を
成
り
立

た
せ
る
秩
序
を
再
構
築
す
る
と
共
に
よ
り
新
た
な
人
間
相
互
の
結
び
付
き
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
龍
船
節
は
季
節
の
交
替
と

い
う

境
界
の
時
間

に
あ
た
っ
て
、
苗
族
の
生
き
方
を
多
次
元
的
に
示
す
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
一

龍
船
節
の
現
在

施
洞
を
訪
れ
た
一
九
八
三
年
と
一
九
八
五
年
か
ら
四
半
世
紀
の
歳
月
が
流
れ
た
。
経
済
自
由
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
嵐
に
よ
っ
て
、
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現
在
の
状
況
は
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
龍
船
節
を
見
学
し
た
佐
竹
絵
美
の
報
告
に
よ
れ
ば
［
佐
竹

二
〇
〇
六
‥
二
二
一
］、
観
光
化
に
よ
っ
て
儀
礼
は
簡
略
化
さ
れ
、
船
に
あ
げ
る
供
物
も
ば
ら
ば
ら
で
、
外
部
か
ら
訪
問
す
る
観
光
客

の
接
待
に
追
わ
れ
て
お
り
、
下
水
（
船
降
ろ
し
）
の
時
間
も
状
況
や
政
府
の
指
示
で
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
競
渡
の

優
勝
者
に
は
政
府
か
ら
豚
、
鵞
鳥
、
鴨
が
贈
ら
れ
る
な
ど
、
賞
金
や
景
品
は
行
政
の
管
理
と
指
示
の
下
に
あ
る
。
か
つ
て
大
き
な
意

味
を
持
ち
人
々
の
気
持
を
籠
め
て
行
わ
れ
た
贈
与
交
換
の
多
元
的
機
能
は
希
薄
化
し
、
現
金
経
済
の
単
一
的
な
機
能
性
に
よ
っ
て
席

巻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
若
い
男
性
は
現
金
収
入
を
求
め
て
出
稼
ぎ
で
外
に
出
て
お
り
、
現
地
で
は
人
手
が
足
り
な
い
状
況
が
続
き
、

農
業
は
荒
廃
し
つ
つ
あ
る
。
行
政
の
関
与
に
よ
っ
て
観
光
資
源
と
見
な
さ
れ
た
龍
船
節
は
、
中
国
人
の
国
内
か
ら
の
観
光
客
と
、
海

外
か
ら
の
観
光
客
の
た
め
に
見
せ
る
イ
ベ
ン
ト
（
娯
楽
活
動
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
観
光
客
に
頼
ま
れ
れ
ば
、
祭
り
の
日
で
な
く

と
も
龍
船
を
漕
ぐ
。
龍
船
節
の
起
源
を
語
る
由
来
譚
は
、
祭
り
の
数
日
前
に
村
役
場
の
掲
示
板
に
書
き
出
さ
れ
て
、
多
く
の
人
が
読

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
二
〇
〇
五
年
の
報
告
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
稿
が
紹
介
し
た
龍
船
節
の
由
来
譚
③

で
あ
り
、
呉
通
発
の
簡
潔
な
報
告
［
呉
通
発

一
九
八
二
］
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
報
告
は
発
表
以
来
、
数
多
く
の
本
に
転

載
さ
れ
、
論
文
や
著
書
の
中
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
正
当
な
伝
承
と
し
て
認
め
ら
れ
て
、
権
威
性
を
帯
び

る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
口
頭
伝
承
が
文
字
テ
ク
ス
ト
と
な
る
こ
と
で
、
固
定
化
し
一
元
的
に
流
通
し
て
い
く
と
い
う
問
題

点
が
あ
る
。

中
国
政
府
は
、
現
在
、
各
地
の
祭
祀
・
歌
謡
・
舞
踏
・
演
劇
・
方
言
・
歳
時
習
俗
・
手
工
芸
・
民
間
医
療
な
ど
に
関
し
て
、
非
物

質
文
化
遺
産
（inta

n
gible

c
ultu

ral
h
erita

g
e.

日
本
語
で
は
無
形
文
化
遺
産
）
の
登
録
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
に
始

ま
っ
た
非
物
質
文
化
遺
産
の
選
定
は
徐
々
に
加
速
し
、
二
〇
〇
八
年
六
月
七
日
、
国
務
院
は
二
度
目
の
選
定
項
目
の
内
容
を
公
表
し

て
、
二
〇
〇
九
年
九
月
の
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指
し
て
い
る
。
国
家
級
の
遺
産
一
〇
二
八
項
目
の
う
ち
、
黔
東
南
で
は
三

九
項
目
、
五
三
保
護
点
が
選
定
さ
れ
た
。
施
洞
の
龍
船
節
は

苗
族
独
木
龍
船
節

と
い
う
名
称
で
二
〇
〇
八
年
に
選
定
さ
れ
、
姉
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妹
節
は

苗
族
姉
妹
節

と
し
て
二
〇
〇
五
年
に
選
定
さ
れ
て
い
る

）
。
非
物
質
文
化
遺
産
の
内
容
は
選
定
項
目
の
資
料
集
［
黔
東
南

苗
族
侗
族
自
治
州
文
化
局
（
編
）
二
〇
〇
七
、
二
〇
〇
八
］
を
参
照
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
多
様
で
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。
良
い
意

味
で
も
悪
い
意
味
で
も
今
後
の
文
化
の
再
構
築
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

観
光

と

政
治

と

近
代
性

が
複
雑
に
絡
み
合
う
中
で
、
文
化
の
資
源
化
が
急
速
に
進
む
現
在
、
我
々
は
こ
う
し
た
現

象
の
前
で
立
ち
尽
く
す
だ
け
で
な
く
、
祭
祀
や
伝
承
の
奥
行
き
を
探
求
す
る
こ
と
で
、
歴
史
の
中
で
累
積
さ
れ
て
き
た
智
慧
を
明
ら

か
に
し
、
現
代
に
生
か
す
試
み
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）

貴
州
省
の

民
族
観
光

に
つ
い
て
は
苗
族
の
場
合
は
［Sc

h
ein20

00

］［
曽

二
〇
〇
一
、
〇
〇
二
］［
鈴
木

二
〇
一
〇

b］、

侗
族
の
場
合
は
［
鈴
木

二
〇
〇
四
］、
漢
族
の
屯
堡
人
の
場
合
は
［O

a
k
es1

998

］
の
考
察
が
あ
る
。

（
2
）

苗
語
の
表
記
は

苗
漢
詞
典

（
黔
東
方
言
）［
張
永
祥
（
主
編
）
一
九
九
〇
］
に
従
う
。

（
3
）

資
料
は

地
名
詞
典

貴
州
省

［
貴
州
省
編
纂
委
員
会
（
編
）
一
九
九
四
‥
二
七
二
］
に
基
づ
く
。

台
江
県
志

［
貴
州
省
台
江

県
志
編
纂
委
員
会
（
編
）
一
九
九
四
‥
四
二
］
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
一
年
の
行
政
変
革
で
、
施
洞
鎮
は
九
二
の
村
民
小
組
、
五
六
の
自
然

寨
か
ら
構
成
さ
れ
る
広
域
と
な
り
、
一
九
九
一
年
の
人
口
は
一
三
九
八
二
人
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
街
区
を
対
象
と
し
た
旧
区

画
の
施
洞
鎮
を
取
り
上
げ
る
。

（
4
）

龍
は
ウ
ォ
ン
（vo

n
g
x

）、
船
は
ニ
ャ
ン
（nia

n
g
x

）
で
、
ガ
（qa

b

）
と
は

漕
ぐ

意
味
で
あ
る
。

（
5
）

語
義
に
つ
い
て
はZ

a
n
g
x

は

壩
子

、X
a
n
g
x

は

趕
場

で
、
漢
語
で
は

場
壩

と
表
現
さ
れ
た
。
清
水
江
の
対
岸
に
あ

る

石
洞

に
由
来
し
て
、

石
洞
口

あ
る
い
は

十

口

に
因
む
と
い
う
漢
語
に
よ
る
解
釈
も
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三

四
六
］。

（
6
）

古
歌
の

遡
河
西
遷

で
は
祖
先
は
東
方
の
江
西
に
い
た
と
謡
わ
れ
、
漢
訳
は

爺
媽
住
在
東
方
的
江
西
果

［
馬
・
今
（
編
）
一

九
八
三
‥
二
六
四
］
で
あ
る
。

江
西
果

の
原
文
はJa

n
g
b
X
ib

G
o
x

で
チ
ャ
ン
シ
ー
に
は
果
物
の
意
味
も
あ
り
［Be

n
d
er2

006:

20
9

］、
現
在
の
江
西
省
（Jia

n
g
xi

）
と
は
確
定
で
き
な
い
。
江
西
か
ら
来
た
と
す
る
伝
承
は
貴
州
の
布
依
族
や
雲
南
の
彜
族
に
も
あ
る
。
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黔
東
南
で
は
雷
山
県
烏
流
寨
で
村
人
か
ら
聞
き
［
鈴
木

一
九
九
九
］、
黔
西
の
苗
族
で
も
聞
書
し
た
。
一
般
に
はsa

n
g
lul

dios
g
a
n‑

gl
jo
x
fa
n
g
b
ja
n
g
b
xib

y
a
x
lol

（
听
説
我
們
的
祖
先
是
従
江
西
遷
来
）
と
い
う
。sa

n
gl

lul

は
祖
先
で
あ
る
。
移
動
経
路
に
は
榕

江
（Fa

n
g
b
H
eib

）
経
由
の
伝
承
も
あ
る
。
移
住
経
路
の
検
討
は
［
李
国
章

二
〇
〇
五
］
に
詳
し
い
。

（
7
）

伝
説
に
よ
れ
ば
、
清
水
江
流
域
の
剣
河
県
の
松
紀
寨
（Va

n
gl

D
lo
n
g
s
Je

nt

）
は
最
も
初
期
の
苗
族
の
移
住
者
が
分
岐
し
た
所
と

さ
れ
る
［
張
永
洋
（
編
）
一
九
九
〇
‥
三
八
二
］。
清
水
江
は
長
江
流
域
か
ら
貴
州
に
入
る
最
も
容
易
な
道
程
で
、
諸
民
族
の
移
動
の
有

力
な
経
路
は
清
水
江
沿
い
と
推
定
さ
れ
る
。
鳥
居
龍
蔵
の
苗
族
調
査
（
一
九
〇
二
年
）
も
漢
化
の
進
ん
だ
経
路
を
と
り
常
徳
か
ら
沅
水
を

遡
っ
て
鎮
遠
に
到
達
し
た
。

（
8
）

ノ
ン
は

食
べ
る

、
カ
ー
は

飯

、
リ
ャ
ン
は

仲
間

の
意
味
で
、
別
称
は
ニ
ア
ン
チ
ア
（nia

n
g
x
jid

a
d

）
と
い
い
、
ニ

ア
ン
は

年

、
チ
ア
は

姉
妹

の
こ
と
で
あ
る
。

（
9
）

一
三
年
目
に
一
度
行
わ
れ
る
祖
先
祭
祀
の
ノ
ン
ニ
ウ
で
は
水
牛
の
供
犠
を
大
量
に
行
う
。
そ
の
時
に
使
用
す
る
特
別
な
刀
で
、
苗
名

はd
a
n
g
x
m
af

nin
x

と
い
う
。

殺
牛
刀

と
も
訳
さ
れ
る
。

（
10
）

苗
名
はV

a
n
g
x
S
o
b

で
、So
b
は
辣
椒
、va

n
g
x

は
山
嶺
の
意
味
で
あ
る
。

（
11
）

施
秉
県
馬
号
郷
に
属
し
、
明
代
中
期
に
県
庁
が
勝
秉
に
移
る
ま
で
は
政
治
中
心
地
で
あ
っ
た
。

（
12
）

地
名
のd

a
n
g
x

は

沈

で
、da

n
g
x
v
o
n
g
x

は

重
い

沈
む

龍
と
な
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
塘
龍
で
競
渡
を
す
る
と
、

初
め
の
龍
船
は
川
面
か
ら
水
中
に
入
っ
て
、
龍
と
戦
う
と
観
念
さ
れ
、
こ
の
謂
わ
れ
に
因
む
名
称
だ
と
い
う
［
呉
一
文
校
注
、
徐
家
幹

苗
疆
聞
見
録

一
九
九
七
‥
二
六
二
］。

（
13
）

原
文
は

蓑
衣
倒
転
拖
。〝
三
称

三
支
破

で
あ
る
。

（
14
）

一
九
七
九
年
六
月
二
一
日
に
呉
通
才
が
施
洞
で
偶
然
に
出
会
っ
た
阿
旺
の
妹
か
ら
聞
い
た
話
で
、
こ
の
女
性
は
祖
父
か
ら
伝
え
聞
い

た
と
い
う
。
平
寨
付
近
で
話
さ
れ
て
い
る
話
と
さ
れ
る
。

（
15
）

こ
の
他
に
も
異
伝
が
あ
る
。

龍
肉
を
次
々
に
家
を
回
っ
て
い
る
時
に
、
寡
婦
と
そ
の
子
供
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。
肉
を
分
け
る
時
、

夜
に
来
た
の
で
龍
肉
は
な
く
な
っ
た
が
、
内
臓
の
塊
が
あ
っ
た
の
で
洗
っ
て
そ
れ
も
食
べ
て
し
ま
っ
た
。

昔
、
父
と
子
が
魚
と
り
を
し

て
い
て
、
子
供
が
船
尾
に
乗
っ
て
い
た
。

加
幸

に
来
た
時
に
急
に
船
が
動
か
な
く
な
り
、
子
供
が
い
な
く
な
っ
た
。
父
親
は
龍
潭
の

悪
龍
に
飲
み
込
ま
れ
た
の
で
、
水
の
下
で
戦
お
う
と
考
え
て
水
中
に
入
る
と
、
洞
内
に
巨
大
な
龍
が
自
分
の
子
供
を
枕
に
し
て
眠
っ
て
い
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る
の
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
龍
を
焼
き
殺
し
た
が
、
自
分
も
戦
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

天
地
が
暗
闇
に
な
っ
て
九
日
九
夜
た
ち
人
々

は
占
い
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
子
供
た
ち
に
泡
筒
の
棹
（
杆
）
で
龍
船
の
形
に
作
ら
せ
て
、
龍
の
声
を
真
似
て

哆

と
鼓
と
鑼
の

音
を
立
て
る
と
次
第
に
天
が
晴
れ
て
明
る
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
龍
船
を
漕
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

龍
の
死
後
、
天
地
は
暗
闇
と
な
り
七
日

七
夜
続
い
た
。
龍
が
夢
枕
に
立
ち
、
龍
船
を
記
念
と
し
て
漕
げ
ば
天
は
明
る
く
な
る
と
。
そ
こ
で
子
供
が
玉
蜀
黍
の
棹
で
船
形
を
作
り
、

川
辺
に
き
て
漕
ぐ
所
作
を
し
て
、
瓢
箪
で
水
を
打
っ
て

包
、
包

と
音
を
出
す
と
天
が
次
第
に
晴
れ
て
き
た
。
そ
れ
以
来
、
龍
船
を
作

っ
て
漕
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
五
月
二
十
四
日
に
平
寨
が
先
に
漕
ぐ
。
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
四
│
三
五
五
］
な
ど
で
あ
る
。

（
16
）

勝
秉
は
漕
が
ず
、
対
岸
の
平
兆
が
漕
ぐ
と
い
う
記
述
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

（
17
）

分
龍

と
は
龍
を
配
属
す
る
と
言
う
意
味
で
、
宋
の
陸
佃

埤
雅

に
載
る
語
法
で
あ
る
。
五
月
二
六
日
の
巴
拉
河
流
域
の
榕
山

で
の
龍
船
を

分
龍

と
す
る
報
告
も
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
九
］。
二
七
日
を

分
龍

と
す
る
記
述
は
、
一
九
六
二
年

の
調
査
報
告
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
二
二
］
で
、
呉
通
発
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
。
楊
通
儒
は
、
二
七
日
は
施
洞
の
他
に

蓼
洞
と
旧
州
で
も
龍
船
を
漕
ぐ
と
記
す
。

（
18
）

ほ
ぼ
同
じ
で

旧
五
月
の
あ
る
日

の
出
来
事
と
明
記
す
る
由
来
譚
の
報
告
も
あ
る
［
詹
蕙
娟

一
九
八
一
］。

（
19
）

元
代
の
至
元
二
年
（
一
二
六
五
）
に
北
方
二
キ
ロ
の
老
県
に
處
長
や
官
司
を
置
き
、
明
代
の
洪
武
五
年
（
一
三
七
二
）
に
施
秉
に
蛮

夷
長
官
司
を
配
し
、
正
統
九
年
（
一
四
四
四
）
に
施
秉
県
と
な
っ
て
従
化
鎮
と
改
名
、
天
啓
元
年
（
一
六
二
一
）
に
廃
県
、
崇
禎
四
年

（
一
六
三
一
）
に
復
帰
し
て
施
秉
に
戻
る
。
清
代
の
乾
隆
二
年
（
一
七
三
七
）
に
築
城
し
勝
秉
と
な
る
［
貴
州
省
編
纂
委
員
会
（
編
）
一

九
九
四
‥
二
六
〇
］。
由
来
譚
で
老
県
の
女
性
が
龍
を
発
見
し
た
、
或
い
は
龍
頭
を
勝
秉
が
獲
得
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
上

の
優
位
性
を
表
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
20
）

民
間
伝
承
は
文
献
と
異
な
り
、
洪
水
や
豪
雨
を
も
た
ら
す
孽
龍
の
鎮
圧
に
強
調
が
あ
る
［
君
島

一
九
九
〇
］。

（
21
）

由
来
譚
の
う
ち
、
呉
通
発
の
簡
潔
な
報
告
［
呉
通
発

一
九
八
二
］（
由
来
譚
③
）
が
出
版
さ
れ
る
本
に
転
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

間
違
い
も
継
続
し
て
い
る
。
口
頭
伝
承
が
文
字
テ
ク
ス
ト
で
記
述
さ
れ
て
固
定
化
し
、
権
威
性
を
帯
び
、
正
統
的
な
伝
承
と
し
て
一
元
的

に
流
通
し
て
い
く
問
題
点
が
あ
る
。
様
々
な
異
伝
を
載
せ
る
廷
貴
と
酒
素
の
報
告
は
［
廷
・
酒

一
九
七
九
］、
現
地
の
状
況
を
よ
く
伝

え
信
頼
が
お
け
る
。

（
22
）

こ
の
地
域
で
は
父
系
氏
族
の
親
族
集
団
、
チ
ャ
ン
ニ
ウ

鼓
社

が
社
会
結
合
の
基
礎
を
な
し
、
鼓
社
が
合
同
し
て
イ
ー
ラ
ン
（
議
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榔
。G

h
e
u
d
H
la
n
g
b

）
を
大
き
な
岩
の
前
で
開
催
し
（
埋
岩
会
議
）、
主
宰
者
が

理
老

で
公
明
正
大
で
あ
っ
た
。
イ
ー
ラ
ン
で
は

掟
を
定
め
、
重
要
な
決
定
（
軍
事
行
動
な
ど
）
を
行
っ
た
。

鼓
社

議
榔

理
老

は
苗
族
社
会
の
基
本
を
形
成
す
る
三
本
柱
と
さ

れ
る
［
廷
・
酒

一
九
八
一
］。

（
23
）

五
月
五
日
か
ら
始
ま
る
龍
船
節
は
レ
ン
ウ
ォ
ン
ラ
ン
（le

n
z
v
o
n
g
x
la
n
gt

）
と
も
い
い
、

下
龍
を
食
べ
る

の
意
味
だ
と
い
う
。

由
来
に
つ
い
て
は
、［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
六
〇
］
は
苗
族
が
、

下
方

あ
る
い
は

東
面

か
ら
長
い
移
動
を
行
っ
て
き
た
こ
と

を
表
す
の
で
あ
り
、

下
方

で
の
昔
の
龍
船
節
は
中
断
し
て
起
源
に
つ
い
て
記
憶
を
失
っ
た
の
で
、

龍
の
焼
死

や

龍
肉
を
食
べ

る

と
い
う
話
を
付
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
憶
測
的
な
歴
史
の
再
構
成
は
意
味
が
な
い
。

（
24
）

原
文
に
は

五
月
四
日
端
午
節

［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
八
］
と
あ
る
が
、

五
月
初
五
、
又
逢
趕
平
兆
場
、
四
處
都
有
人
到

来
看
到
。
於
是
大
家
決
定
分
龍
肉
。
据
説
、
勝
秉
分
得
龍
頭
（
所
以
后
来
劃
頭
天
即
〝
劃
平
兆
）
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
二
］
の

記
述
に
基
づ
き
、
こ
の
日
付
は
五
月
五
日
が
正
し
い
と
判
断
す
る
。

（
25
）

龍
肉
の
分
配
の
比
較
に
は
一
九
六
二
年
調
査
の
楊
通
儒
の
報
告
［
一
九
八
六
‥
二
二
三
］
は
含
め
な
か
っ
た
が
、［
延
・
酒

一
九

七
九
］
が
報
告
す
る
呉
通
才
の
記
録
（
一
九
七
九
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
差
異
点
は
榕
山
は
龍
腰
を
と
っ
た
と
あ
り
、
銅
鼓
堂
と
施
洞
へ
の

言
及
は
な
く
、
蓼
洞
が
最
後
に
龍
尾
を
と
っ
た
と
す
る
。
更
に
別
の
報
告
で
は
［
成
文
魁
・
李
瑞
岐
・
任
朝
軍

一
九
九
一
‥
九
二
］、

五
月
二
四
日
は
施
秉
県
双
井
鎮
平
寨
村
把
旺
寨
（
苗
語
漢
語
表
記

昂
朗
瓮

）
の
下
十
里
の

長
塘
口

で
始
ま
り
、
二
五
日
塘
龍
、

二
六
日
銅
鼓
塘
と
榕
山
、
二
七
日
施
洞
口
と
六
合
で
、
最
終
地
点
は
施
秉
県
六
合
郷
方
洞
下
寨
（
苗
語
漢
語
表
記

嘎
朶
様

）
で
村
名

は

龍
尾
巴

の
意
味
だ
と
い
う
。

（
26
）

施
洞
を
中
心
に
上
下
三
〇
㎞
地
域
で
、
黄
平
、
凱
里
、
施
秉
、
鎮
遠
、
剣
河
、
三
穂
、
台
江
で
あ
る
。

（
27
）

泡
桐
は
祖
先
祭
祀
に
使
用
す
る
木
鼓
の
材
料
と
な
る
場
合
も
あ
る
［
呉
・
楊

一
九
八
一
‥
四
五
四
］。
木
鼓
は
通
常
は
祖
先
の
霊

が
宿
る
と
さ
れ
る
楓
樹
（det

m
a
n
g
x

）
か
楠
樹
（det

dfa
b
fa
n
g
x,

d
et

hfa
b
niel

）
か
ら
作
る
が
、
泡
桐
も
神
霊
の
宿
る
木
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

（
28
）

苗
族
史
詩

の
漢
訳
は

樹
種
在
対
岸
、
拏
什
嗎
船
渡
過
来
、
稲
草
船
儿
渡
昆
虫
、
杉
木
船
儿
渡
爹
娘
、
泡
沫
船
儿
渡
樹
種
、
漂

漂
揺
揺
渡
過
江

［
馬
・
今
（
編
）

一
九
八
三
‥
一
二
三
│
一
二
四
］
で
あ
る
。

（
29
）

雲
南
の
西
双
版
納
（
シ
ッ
プ
ソ
ン
ー
ン
パ
ン
ナ
ー
）
の

族
が
四
月
の
新
年
に
あ
た
る
時
期
の

潑
水
節

に
瀾
滄
江
（
メ
コ
ン
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河
）
で
行
う
龍
船
は
龍
頭
が
象
の
牙
の
形
で
あ
り
、
香
港
の
太
墺
の
廟
に
あ
る
龍
頭
は
獅
子
の
形
を
し
て
い
る
な
ど
各
地
の
地
域
性
に
合

わ
せ
て
変
容
を
遂
げ
て
い
る
。

（
30
）

漢
訳
の

風
景
樹
神

と
は
村
を
守
る

保
寨
樹

（det
g
h
a
d
h
vib

v
a
n
gl

）
の
こ
と
で
、
寨
（va

n
gl

）
の
守
護
神
（gh

a
d

h
vid

）
の
樹
木
（det

あ
る
い
はd

a
of

）
な
の
で
楓
が
多
い
。
兄
弟
は
チ
ダ
（jid

d
a
x

）
と
さ
れ
、
並
び
立
つ
二
本
、
あ
る
い
は
数
本

の
樹
木
を
形
容
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
31
）

こ
の
時
に
招
く
神
は
、
龍
神
、
地
神
、
山
神
、
麻
公
（
苗
語
漢
語
表
記

秀

）
で
、
麻
公
は
最
も
早
く
龍
船
を
漕
い
だ
祖
先
で

あ
る
と
い
う
［
成
文
魁
・
李
瑞
岐
・
任
朝
軍

一
九
九
一
‥
九
六
］。

（
32
）

廷
貴
と
酒
素
の
報
告
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

龍
船
が
一
つ
の
村
に
到
着
す
る
た
び
に
火
薬
が
三
回
鳴
ら
さ
れ
、
龍
鼓
は
激
し
く

打
ち
叩
か
れ
て
悠
揚
た
る
龍
船
歌
が
湧
き
起
こ
る
。
龍
船
が
遠
く
に
見
え
て
く
る
と
人
々
は
口
々
に
誉
め
称
え
る
。
ど
こ
の
村
が
出
し
た

龍
船
か
が
わ
か
る
と
、
親
戚
友
人
た
ち
は
次
々
に
糯
米
の
甘
い
酒
や
濁
酒
を
持
参
し
、
準
備
し
た
鶏
、
鴨
を
さ
げ
て
や
っ
て
来
る
。
も
う

少
し
親
し
い
間
柄
だ
と
鵞
鳥
か
山
羊
を
贈
る
。
さ
ら
に
身
内
の
者
、
例
え
ば
自
分
の
母
方
オ
ジ
な
ど
が
船
中
に
い
る
場
合
に
は
豚
を
贈
物

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
書
き
留
め
て
お
い
て
、
来
年
別
の
人
が
鼓
頭
に
な
っ
た
時
に
そ
れ
を
参
考
に
し
て
返
礼
を

す
る
。
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
六
│
三
五
八
］。
親
族
・
友
人
と
の
親
し
さ
に
応
じ
て
、
贈
物
を
三
区
分
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

（
33
）

灰
汁
の
利
用
は
施
洞
に
限
ら
れ
な
い
。
凱
里
県
舟
渓
で
は
旧
暦
六
月
の
吃
新
節
に
糯
米
飯
に
藁
を
焼
い
て
灰
に
し
て
混
ぜ
て
か
ら
蒸

し
て
作
る

灰
糧

を
祖
先
に
供
え
る
［
鈴
木
・
金
丸

一
九
八
五
‥
三
八
］。
湖
南
省
の
屈
原
が
入
水
し
た
と
さ
れ
る
汨
羅
県
の
屈
子

祠
村
で
の
端
午
節
で
も
粽
を
食
べ
る
が
、
水
に
つ
け
た
糯
米
を
ヨ
シ
の
葉
で
包
み
、
灰
汁
を
加
え
て
ゆ
で
て
作
る
［
丘

一
九
八
九
‥
二

八
六
］。

（
34
）

一
九
八
五
年
の
参
観
時
に
は
船
数
を
確
認
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
八
七
年
の
報
告
で
は
十
数
艘
で
あ
っ
た
と
い
い
、
減
少
傾
向
に
あ

っ
た
。
一
九
八
五
年
以
降
に
盛
ん
に
な
っ
た
出
稼
ぎ
の
影
響
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

（
35
）

原
文
は

〝
好
斗
龍
船

歳
以
五
月
二
十
日
為
端
節
、
於
清
江
寛
深
之
處
、
其
船
以
大
整
木
劃
成
、
長
五
六
丈
、
前
安
〝
龍
頭

、
後

安
置
〝
鳳
尾

中
能
容
二
、
三
十
人
、
短
橈
激
水
、
行
走
如
飛

［

苗
疆
聞
見
録

一
九
九
〇
‥
一
七
一
］
で
あ
る
。

（
36
）

ツ
（zu

k

）
と
は

跳

の
意
味
で
あ
る
。
漢
語
で
は
苗
族
の
祭
祀
で
の
集
団
の
歌
舞
を

跳
花

跳
月

な
ど
と
表
現
し
、
特
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に
貴
州
省
の
中
部
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）p

a
d
h
x
a
k

と
も
言
う
。
歌
掛
け
の
意
味
で
あ
る
。

（
38
）

苗
語
の
漢
語
表
記
を

格
略

と
す
る
報
告
も
あ
る
［
成
・
李
・
任

一
九
九
一
‥
九
四
］。

（
39
）

廷
貴
と
酒
素
の
報
告
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

鼓
頭
は
一
つ
村
の
各
戸
が
毎
年
順
番
に
一
度
ず
つ
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の

家
に
親
類
友
人
が
少
な
い
時
や
他
の
原
因
で
担
当
で
き
な
い
時
、
あ
る
い
は
何
年
か
後
に
再
度
回
っ
て
き
そ
う
な
時
は
、
近
年
は
村
全
体

で
共
同
で
担
当
し
て
い
る
。
服
装
は
古
代
の
礼
服
の
一
種
で
あ
る
、
白
い
絹
の
長
衫
を
着
て
、
黒
い
縁
ど
り
の
あ
る
紅
色
の
袖
な
し
衣
を

は
お
る
（
黄
色
の
縁
ど
り
の
あ
る
黒
い
袖
な
し
衣
の
こ
と
も
あ
る
）。
頭
に
は
つ
ば
の
広
い
麦
藁
帽
子
を
被
り
、
首
に
銀
の
首
飾
り
（
項

圏hlin
b

）
を
か
け
る
。
船
首
に
座
り
左
手
に
皮
鼓
を
持
ち
右
手
で
素
早
く
打
ち
、
二
、
三
、
五
、
九
と
四
種
の
リ
ズ
ム
で
力
を
込
め
て

鼓
を
叩
く
。
鼓
頭
は
船
を
無
事
進
水
さ
せ
て
、
船
の
全
員
に
昼
飯
を
振
舞
う
責
任
が
あ
る
。
通
常
は
糯
米
飯
と
粽
子
、
二
十
斤
く
ら
い
の

酒
や
肉
を
出
す
。
終
了
後
に
友
人
か
ら
贈
ら
れ
た
ガ
チ
ョ
ウ
を

鑼
手

篙
手

舵
手

に
一
匹
ず
つ
分
け
る
。
鼓
頭
の
叩
く

龍

鼓

は
長
さ
一
尺
、
厚
さ
七
、
八
寸
く
ら
い
の
普
通
の
皮
鼓
で
あ
る
。
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
六
│
三
五
八
］。

（
40
）

苗
語
の
漢
語
表
記
を

頂

昌

と
す
る
報
告
も
あ
る
［
成
・
李
・
任

一
九
九
一
‥
九
四
］。

（
41
）

廷
貴
と
酒
素
の
報
告
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
三
～
一
四
歳
の
男
子
か
ら
選
ば
れ
、
服
装
は
盛
装
し
た
女
子
の
も
の
で
頭
に

は
小
さ
な
銀
の
冠
（
銀
頭
團
）
を
つ
け
、
首
飾
り
（
小
項
圏
）
を
か
け
る
。
身
体
に
も
銀
の
細
工
の
あ
る
衣
を
纏
い
、
腰
に
は
銀
の
鋲
打

ち
の
あ
る
ゆ
っ
た
り
し
た
綺
麗
な
色
の
帯
を
締
め
る
。
そ
し
て
左
手
に
繩
の
つ
い
た
鑼
、
右
手
に
球
形
の
鼓
棒
を
持
っ
て
鑼
を
叩
く
。
こ

れ
は

龍
鑼

と
称
し
洗
面
器
の
よ
う
な
形
で
、
厚
さ
は
約
五
㎜
、
裏
面
の
中
心
に
鑼
心
が
あ
る
。
形
は

波
鑼

と
言
い
大
変
高
価
で

あ
る
。
平
敏
下
寨
の
龍
鑼
は
最
も
響
き
が
よ
い
と
さ
れ
る
。
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五
六
│
三
五
八
］。

（
42
）

苗
語
の
漢
語
表
記
は
、
砲
手
を

榜
雄

、
撑
篙
者
を

略
候

、
掌
稍
を

達
帯

と
す
る
報
告
も
あ
る
［
成
・
李
・
任

一
九

九
一
‥
九
四
］。

撑
篙
者

は
棹
で
接
岸
を
操
る
役
、

掌
稍

は
船
尾
の
舵
取
り
で
、
船
の
航
行
を
指
示
す
る
。

（
43
）

廷
貴
と
酒
素
の
報
告
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

両
側
の
子
船
の
上
の
主
力
と
な
る
漕
手
で
一
六
ず
つ
計
三
二
人
か
ら
な
り
、
同
一

の
鼓
社
の
青
年
と
壮
年
で
組
織
さ
れ
る
。
漕
ぎ
手
の
服
装
は
一
律
で
、
頭
に
は
薄
い
絹
製
の
て
っ
ぺ
ん
が
尖
っ
た

馬
尾
斗
笠

を
被
る
。

笠
の
縁
に
は
小
さ
い
銀
の
飾
り
を
つ
け
て
あ
る
。
自
家
製
の
褐
色
の
布
製
の
対
の
襟
の
上
着
を
羽
織
り
、
下
に
青
蘭
色
の
長
ズ
ボ
ン
を
は

く
。
両
腰
に
銀
の
鋲
う
ち
の
飾
り
物
か
絹
織
り
の
刺
繍
を
造
作
し
た
花
帯
を
締
め
る
。
手
に
は
長
さ
約
一

m七
〇
㎝
く
ら
い
の
木
の
櫂
を
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一
本
ず
つ
持
ち
、
颯
爽
た
る
雄
姿
は
極
め
て
整
然
と
す
る
。
予
備
の
漕
ぎ
手
は
二
人
い
て
船
中
の
雑
事
を
引
き
受
け
る
。
母
船
の
船
尾
に

は
漕
ぎ
手
が
四
人
お
り
、
中
年
以
下
の
者
で
編
成
さ
れ
短
め
で
横
向
き
の
把
手
の
あ
る
櫂
を
用
い
る
。
舵
取
り
（
掌
梢
）
は
船
尾
の
甲
版

に
立
ち
競
渡
の
間
中
、
船
尾
で
足
を
踏
み
締
め
て
立
ち
、
船
は
船
首
を
高
く
も
た
げ
て
急
速
前
進
す
る
。
［
廷
・
酒

一
九
七
九
‥
三
五

六
│
三
五
八
］。

（
44
）

沖
縄
に
つ
い
て
は
、［
白
鳥
・
秋
山
編

一
九
九
五
］
を
参
照
。
五
月
四
日
（
ユ
ッ
カ
ヌ
ヒ
ー
）
中
心
の
ハ
ー
リ
ー
と
、
七
月
の
ウ

ン
ジ
ャ
ミ
、
シ
ヌ
グ
の
行
事
に
伴
う
船
漕
ぎ
、
六
月
・
七
月
・
九
月
な
ど
の
ウ
マ
チ
ー
（
祭
）、
プ
ー
ル
（
豊
年
祭
）
や
シ
ツ
（
節
）
の

ユ
ー
ク
イ
（
世
乞
い
）
の
船
漕
ぎ
な
ど
が
あ
る
。
ハ
ー
リ
ー
の
名
称
は
、
爬
龍
や
扒
龍
の
漢
語
読
み
に
因
ん
で
お
り

漕
ぐ

と
い
う
意

味
で
あ
る
。

（
45
）

東
南
ア
ジ
ア
の
龍
船
を
視
野
に
入
れ
た
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
雨
神
や
王
権
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
山
本
達
郎
［
山
本

一
九
四

三
］
や
、
銅
鼓
の
文
様
の
船
や
羽
人
と
関
連
付
け
た
松
本
信
廣
［
松
本

一
九
五
四
］
の
論
考
が
あ
り
、
馬
淵
東
一
［
馬
淵

一
九
六
一
、

一
九
八
二
］
や
比
嘉
政
夫
［
比
嘉

一
九
九
〇
］
な
ど
に
よ
る
沖
縄
か
ら
の
比
較
研
究
が
進
ん
だ
。
聞
一
多
は
湖
南
省
の
湘
西
苗
族
の
調

査
（
一
九
三
三
年
）［
凌
・
芮

一
九
四
七
］
に
刺
激
を
受
け
て
、
古
代
の
越
族
に
龍
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
あ
り
、
龍
と
人
を
一
体
化
す

る
思
考
に
起
源
を
求
め
［
聞

一
九
四
八
］、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
現
在
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
研
究
者
の
幻
想
と
さ
れ
根

拠
を
失
っ
て
い
る
。
中
国
大
陸
の
龍
船
競
渡
に
つ
い
て
は
、
楚
の
習
俗
に
淵
源
を
求
め
雨
乞
い
と
豊
饒
を
説
く
文
崇
一
の
論
考
［
文

一

九
六
一
］
が
詳
し
く
、
田
植
な
ど
農
耕
儀
礼
と
の
関
連
と
象
徴
の
解
釈
を
行
っ
た
エ
イ
ジ
マ
ー
［A

iji
m
er19

64

］、
疫
病
の
駆
逐
攘
災

を
説
く
［
黄
石

一
九
六
三
］
な
ど
の
研
究
が
代
表
的
で
あ
る
。
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
は

豊
穣
を
得
る
た
め
に
河
に
人
を
供
犠
す
る
儀
礼
で

あ
る

［
エ
バ
ー
ハ
ル
ト

一
九
八
七
‥
三
四
四
│
三
四
五
］
と
い
う
説
を
提
示
し
た
。
施
洞
の
場
合
、
龍
に
殺
さ
れ
た
子
供
に
よ
っ
て
、

結
果
的
に
悪
龍
が
守
護
霊
に
転
換
す
る
契
機
が
与
え
ら
れ
人
々
に
恵
み
を
齎
し
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
水
神
へ
の
供
犠
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
仮
説
に
止
ま
る
。

（
46
）

中
国
に
関
し
て
は
君
島
久
子
の
文
献
研
究
が
詳
し
い
［
君
島

一
九
七
七
、
一
九
八
〇
、
一
九
八
二
、
一
九
八
六
、
一
九
九
〇
、
一

九
九
五
］。
大
陸
で
の
史
料
や
調
査
の
総
合
的
研
究
に
［
張
建
世

一
九
八
八
］
が
あ
る
。
黄
麗
雲
は
龍
船
競
渡
の
機
能
を
、
雨
乞
い
、

豊
作
祈
願
、
水
神
祭
、
水
死
者
の
霊
を
鎮
め
る
、
逐
疫
禳
災
、
屈
原
の
救
済
の
六
つ
と
し
、
龍
の
意
味
は
、
①
雨
神
で
雨
を
齎
す
呪
力
を

有
す
、
②
龍
神
（
水
神
）
で
多
産
を
齎
す
呪
力
を
有
す
、
③
水
神
で
水
を
司
る
呪
力
を
有
す
、
④
水
世
界
の
主
で
水
死
者
を
司
る
呪
力
を
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有
す
、
⑤
海
龍
王
で
逐
疫
禳
災
の
呪
力
を
有
す
、
⑥
江
を
飜
す
呪
力
を
有
す
、
と
し
て
い
る
［
黄
麗
雲

一
九
八
二
‥
三
〇
］。
機
能
に

は
更
に
占
い
の
要
素
が
あ
り
、

武
陵
競
渡
略

に

歳
を
卜
な
う

と
見
え
る
。

（
47
）

ヨ
モ
ギ
で
人
形
を
作
っ
て
門
戸
に
か
け
る
の
は
毒
気
を
祓
う
意
味
で
特
に
伝
染
病
へ
の
対
抗
呪
術
と
し
て
清
代
ま
で
続
く
習
俗
と
な

っ
た
［
中
村

一
九
八
八
‥
一
三
五
│
一
三
七
］。

（
48
）

原
文
は

懐
蛟
水
は
一
名
、
孝
経
潭
。
県
の
南
二
百
歩
に
在
り
、
江
中
流
石
の
際
に
潭
あ
り
。
往
々
蛟
あ
り
て
浮
か
び
出
で
て
、
時

に
人
を
傷
つ
く
。
五
月
五
日
に
至
る
ご
と
に
、
郷
人
こ
の
江
水
に
於
い
て
船
を
以
て
競
渡
す
。
屈
原
の
為
に
攘
災
す
と
俗
に
い
う
。

で

あ
る
。

（
49
）

注
の
原
文
は

按
ず
る
に
五
月
五
日
、
競
渡
あ
り
。
俗
に
屈
原
が
汨
羅
に
投
ず
る
日
、
其
の
死
所
を
傷
む
が
為
な
り
。
故
に
舟
楫
に

命
じ
て
以
て
之
を
拯
け
ん
と
す

と
記
し
、

曹
娥
碑
に
云
う
。
五
月
五
日
、
時
に
伍
君
を
迎
う
。
濤
に
逆
ら
い
て
上
り
水
の
淹
う
所
と

為
な
る
と
。
斯
れ
又
東
呉
の
俗
に
し
て
、
事
は
子
胥
に
在
り
て
、
屈
平
に
関
せ
ざ
る
な
り
。

越
地
伝

に
云
う
勾
銭
よ
り
起
こ
る
と
、

詳
ら
か
に
せ
ず
。
…
…

〔
宗
凛
（
編
）
守
屋
（
訳
註
）
一
九
七
八
‥
一
四
九
〕。
勾
銭
の
創
始
伝
承
は
、
呉
を
打
つ
た
め
に
競
渡
の
ふ
り

を
し
て
密
か
に
水
軍
を
鍛
錬
し
た
故
事
と
し
て
歳
時
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
孝
女
の
曹
娥
も
水
死
者
で
あ
る
。
現
在
で
も
端
午
節
に
汨
羅

の
屈
子
祠
村
で
は
龍
舟
競
渡
が
行
わ
れ
て
い
る
［
丘

一
九
八
九
‥
二
八
〇
│
二
九
一
］。

（
50
）

粽
の
起
源
譚
で
詳
細
な
の
は
、
清
代
の
江
西
省
の
方
志

江
南
志
書

巣
県

で
あ
る
［
君
島

一
九
八
六
‥
五
七
九
］。

（
51
）

穆
天
子
伝

の

天
子
乗
鳥
舟
龍
浮
干
大
沼

を
、
晋
の
郭
璞
の
注

沼
地
龍
下
有
舟
字
、
舟
皆
以
龍
為
形
制

に
従
い

龍
舟

と
解
釈
す
る
説
だ
が
議
論
も
あ
る
［
君
島

一
九
七
七
‥
四
四
］。
天
子
の
船
は
龍
頭
や
龍
尾
が
な
く
て
も
王
が
龍
の
化
身
と
見
な
さ
れ

て
龍
船
と
な
り
う
る
の
で
、
競
漕
の
船
と
は
異
な
る
。

楚
辞

に
は

龍
輈
に
駕
す

、

淮
南
子

に
は

龍
舟
鷁
首

と
い
う
表
現

が
あ
る
。

（
52
）

五
月
以
外
に
行
う
所
も
あ
る
が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
宋
代
で
は

夢
梁
録

に
よ
る
と
、
臨
安
（
杭
州
）
で
二
月
八
日
、
桂
林
は
三

月
三
日
、

東
京
夢
華
録

に
よ
る
と
汴
京
（
開
封
）
で
三
月
清
明
節
後
で
あ
っ
た
。
現
行
の
行
事
で
は
、
湖
南
の
新
晃
県
碧
林
の
侗
族

は
六
月
一
日
、
雲
南
の
西
双
版
納
の

族
は
四
月
五
日
前
後
で

暦
の
新
年
の

潑
水
節

の
第
一
日
、
雲
南
の
大
理
の
白
族
は
七
月
二

三
日
か
ら
八
月
二
三
日
の
間
の

要
海
会

、
洱
海
で
の
六
月
二
四
日
の

火
把
節

、
江
蘇
の
高
淳
県
は
六
月
六
日
、
江
蘇
の
蘇
州
は
六

月
二
四
日
の

荷
花
生
日

、
浙
江
の
各
地
で
は
二
月
八
日
以
降
五
月
五
日
ま
で
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
、
元
宵
節
（
正
月
一
五
日
）
や

祭祀と世界観の変容

245



重
陽
の
節
句
（
九
月
九
日
）
の
記
録
も
あ
り
、
各
地
の
廟
会
に
合
わ
せ
て
行
う
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）

前
段
階
は
四
月
八
日
下
船
、
五
月
三
日
か
ら
三
日
間
競
渡
で
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
。

（
54
）

旧
制
は
四
月
八
日
船
造
り
、
五
月
一
日
進
水
と
あ
り
、
宋
代
の

渓
蛮
叢
笑

の
記
録
と
対
応
す
る
。
送
標
と
は
攘
災
ら
し
い
。

（
55
）

招
屈

と
は

屈
原
を
招
く

の
意
味
で
あ
る
。
劉
禹
錫
の

競
渡
曲
自
注

に
は

競
渡
始
武
陵
、
及
今
挙
檝
而
相
和
之

と

あ
り
、
武
陵
起
源
説
に
な
っ
て
い
る
。

（
56
）

記
述
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

重
安
江
由
勝
秉
入
清
江
、
苗
人
五
月
二
十
五
日
亦
作
龍
船
戯
、
形
制
詭
異
、
以
大
樹
挖
槽
為

龍
船
、
両
樹
合
并
而
成
。
船
長
約
四
五
丈
、
可
裁
三
四
十
人
、
皆
站
立
、
劃
漿
険
極
。
是
日
、
男
、
婦
極
其
粉
飾
。
女
人
富
者
盛
装
錦
衣
、

項
圏
、
大
耳
環
、
与
男
好
者
答
話
、
唱
歌
酬
合
、
已
而
同
語
、
語
至
深
處
即
由
此
定
婚
。

（
57
）

五
月
二
〇
日
の
端
節
は
端
午
（
端
陽
）
の
意
味
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
行
の
日
程
と
は
ず
れ
て
い
る
。

（
58
）

一
九
九
〇
年
六
月
一
四
日
か
ら
一
七
日
ま
で
、
施
洞
で

龍
船
文
化
研
究
会

が
開
催
さ
れ
、
五
〇
人
ほ
ど
が
集
っ
て
共
同
研
究
会

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
全
容
は
［
李
瑞
岐
・
楊
培
春
等
（
主
編
）
一
九
九
一
］
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
文
献
を
援
用
し
て
歴
史
を
遡
源

し
て
い
く
内
容
の
研
究
が
多
く
、
苗
族
の
龍
船
節
の
比
較
、
漢
族
文
化
と
の
融
合
と
再
創
造
と
い
っ
た
、
苗
族
の
側
か
ら
の
発
表
が
な
い

の
が
残
念
で
あ
る
。

（
59
）

湖
南
省
城
歩
の
苗
族
で
は
祖
先
の
楓
神
が
蓑
を
つ
け
て
登
場
し
た
［〈
苗
族
簡
史
〉
編
写
組

一
九
八
五
‥
三
］。

（
60
）

台
江
県
の
旱
魃
と
洪
水
の
記
録
は

台
江
県
志

に
詳
し
い
［
貴
州
省
台
江
県
志
編
纂
委
員
会
（
編
）
一
九
九
四
‥
八
六
│
八
七
］。

そ
の
他
の
災
害
と
し
て
は
暴
風
、
雹
、
雷
、
冷
害
、
病
虫
害
が
あ
る
。

（
61
）

荊
楚
歳
時
記

に

五
月
を
悪
月
と
称
す

と
あ
り
、
伝
承
と
し
て
は
古
い
。

（
62
）

一
九
六
二
年
に
は
龍
船
は
清
水
江
流
域
の
一
八
ケ
村
（
南
哨
、
四
新
、
旧
州
、
八
梗
、
天
堂
、
壩
場
、
荒
寨
、
塘
龍
、
偏
寨
、
石
家

寨
、
楊
家
寨
、
濱
洞
、
八
梗
、
蓼
洞
、
平
寨
、
鯉
魚
塘
、
銅
鼓
塘
、
平
地
營
）
は
、
荒
寨
二
、
偏
寨
三
、
蓼
洞
三
の
他
は
各
村
一
艘
で
、

巴
拉
河
流
域
の
七
ケ
村
（
平
兆
、
巴
拉
河
、
小
河
、
平
敏
、
北
土
、
容
山
、
老
屯
）
は
各
村
に
一
艘
、
合
計
三
〇
艘
が
あ
っ
た
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
三
〇
］。

（
63
）

大
き
な
村
寨
の
場
合
は
、
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
で
か
ら
乗
る
。
例
え
ば
平
兆
の
上
寨
は
石
姓
が
一
艘
の
龍
船
を
持
つ
が
、
同
じ
村

寨
の
張
姓
、
田
姓
、
万
姓
は
、
相
互
に
義
兄
弟
と
な
る
こ
と
で
参
加
が
許
さ
れ
る
。
も
し
村
寨
の
中
に
二
つ
の
姓
の
集
団
が
い
る
場
合
は
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別
々
の
船
を
仕
立
て
て
漕
ぐ
［
孫

一
九
九
一
‥
一
四
五
］。

（
64
）

清
水
江
流
域
の
婚
姻
に
関
し
て
は
、
近
親
相
姦
の
禁
忌
、
同
宗
不
婚
、
民
族
間
の
婚
姻
規
制
、
交
叉
イ
ト
コ
婚
の
優
先
な
ど
に
つ
い

て
の
一
九
五
六
年
の
報
告
が
あ
る
［
呉
澤
霖

一
九
八
七
］。

（
65
）
［
呉
通
発

一
九
八
二
］
の
改
稿
部
分
に
よ
る
。
原
文
は

最
禁
忌
的
是
婦
女
上
龍
船
。
家
中
若
有
婦
女
生
孩
子
〝
坐
月

、
那
全
家

男
女
就
一
律
不
准
触
摸
龍
船
。
如
有
違
犯
、
据
説
翻
船
。

で
あ
る
。

（
66
）

龍
船
に
女
性
が
乗
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
事
例
は
各
地
に
見
ら
れ
る
が
、
一
部
の
地
域
で
は
逆
に
女
性
の
み
が
乗
る
姑
娘
船
を
仕
立

て
て
組
み
込
む
所
も
あ
る
。
雲
南
省
の
西
双
版
納
の

族
が
四
月
の
新
年

潑
水
節

（
水
掛
祭
り
）
の
第
一
日
目
に
行
う
龍
船
競
渡
は

そ
の
事
例
で
あ
る
。

（
67
）

日
本
の
船
漕
ぎ
に
つ
い
て
は
［
海
の
博
物
館
（
編
）
二
〇
〇
一
］
に
詳
し
い
。

（
68
）

対
馬
の
琴
村
で
は
一
九
四
一
年
に
雨
乞
い
の
た
め
に
女
性
だ
け
の
船
競
争
が
行
わ
れ
た
。
元
々
対
馬
や
壱
岐
で
は
船
が
交
通
手
段
で

必
需
品
で
あ
っ
た
の
で
、
女
性
が
船
に
乗
る
こ
と
を
忌
避
し
な
い
。

（
69
）

女
性
は
男
装
し
て
儀
礼
を
執
行
し
な
い
の
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（ge

n
d
er

）
に
よ
る
非
対
照
性
が
あ
る
。

（
70
）

清
代
の

清
嘉
録

（
道
光
三
年
・
一
八
三
〇
）
に
は
蘇
州
の
端
午
節
の
龍
船
に

龍
頭
太
子

と
呼
ぶ
端
正
な
小
児
が
昔
の
宮
廷

の
礼
装
を
し
て
乗
り

観
音
を
拝
す

な
ど
の
演
戯
を
し
た
と
あ
り
遊
び
に
近
い
。

（
71
）

別
の
説
［
廷
・
酒

一
九
七
九
］
で
は
龍
胆
を
と
っ
た
の
で
藍
色
と
さ
れ
、
一
九
八
三
年
の
聞
書
で
は
南
兆
（
楊
家
寨
の
近
く
）
が

龍
胆
を
得
た
の
で

藍
船

を
漕
ぐ
と
さ
れ
た
［
鈴
木
・
金
丸

一
九
八
五
‥
一
九
二
］
こ
と
と
符
合
す
る
。

（
72
）

一
九
八
三
年
の
聞
書
で
は
［
鈴
木
・
金
丸

一
九
八
五
‥
一
九
二
］、
内
臓
を
と
っ
た
所
は

黒
龍

を
漕
ぐ
と
さ
れ
た
。

（
73
）

ガ
ニ
ウ
の
漢
語
で
の
表
記
は

嘎
牛

で
あ
る
。
鼓
頭
と
鼓
蔵
頭
と
は
苗
語
で
は
同
音
だ
が
、
漢
語
で
は
訳
し
分
け
て
い
た
こ
と
に

な
り
、
翻
訳
に
よ
る
理
解
の
危
う
さ
を
示
し
て
い
る
。
同
音
の
指
摘
は
一
九
六
二
年
の
報
告
に
あ
っ
た
が
［
楊
通
儒

一
九
八
六
‥
二
三

二
│
二
三
三
］、
そ
の
後
は
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
74
）

鼓
社
節
に
は
幾
つ
か
の
報
告
が
あ
る
［
廷
・
酒

一
九
八
〇
。
潘
光
華

一
九
八
一
。
鈴
木
・
金
丸

一
九
八
五
‥
五
八
│
七
八
。

鈴
木

一
九
八
五
‥
二
三
二
│
二
四
六
。
萩
原

一
九
八
七
‥
八
四
│
一
一
七
。
鈴
木

一
九
九
九
、
二
〇
〇
二
］。

（
75
）

黒
鼓
は
氏
族
名
で
い
う
と
、Fa

n
g
s

（
方
、
反
）
の
系
統
で
、
白
鼓
はG

u
d

（
稿
）
の
系
統
と
も
い
う
。
黒
鼓
は
木
鼓
を
楓
樹
か
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ら
、
白
鼓
は
楠
樹
か
ら
作
る
と
さ
れ
る
［
李
国
章

二
〇
〇
六
‥
二
〇
七
］。

（
76
）

巴
拉
河
流
域
に
は
過
去
に
九
つ
の
鼓
社
か
ら
な
る
広
域
の
ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
、
施
洞
と
は
異
な
る
社
会
・
文
化
圏
を

形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
古
歌
で
は

声
名
場
七
處
、
九
鼓
全
知
道

（N
a
n
g
x
h
n
a
n
g
d
m
o
n
gl

x
o
n
gl

q
ut,

Je
x
ja
n
g
d

niel
b
asdliat

）
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
旧
暦
九
月
二
七
日
に
は

ノ
ン
チ
ャ
ン

（N
o
n
g
x
ja
n
g
d

）、
つ
ま
り
吃
牯
臓
を
行
っ
て
い
た

［
呉
一
文
校
注
、
徐
家
幹

苗
疆
聞
見
録

一
九
九
七
‥
四
〇
］。
巴
拉
河
の
旧
名
の

九
股
河

は
こ
の
伝
承
に
由
来
し
、
台
江
の
苗
族

は

九
股
苗

と
も
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
伝
承
は
一
九
九
五
年
以
降
の
蚩
尤
を
苗
族
の
祖
先
と
す
る
主
張
の
展
開
の
中
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
注
目
さ
れ
た
。
そ
れ
は

国
語
・
楚
語

の
注
記
の

九
黎
、
蚩
尤
之
徒
也

に
基
づ
き
、
蚩
尤
の
所
属
部
族
と
さ
れ
る

九
黎

に

九
股

を
結
び
付
け
る
説
で
あ
る
。
古
代
か
ら
の
連
続
性
に
基
づ
き
苗
族
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
し
、
正

統
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
神
話
の
再
解
釈
に
よ
る
政
治
的
な
動
き
で
、
多
様
な
展
開
を
見
せ
た
［
鈴
木

二
〇
一
〇

a］。
台
江
県
出

身
で
苗
族
蜂
起
を
指
導
し
た
民
族
英
雄
の
張
秀
眉
（Za

n
g
b
X
o
n
gt

M
il

）
の
顕
彰
が
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
も

同
様
で
、
塑
像
完
成
の
記
念
祝
典
は
台
江
県
城
で
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た
。

（
77
）

こ
の
よ
う
な
複
合
的
で
多
義
的
な
祭
祀
の
解
読
に
は
、
競
渡
の
地
域
類
型
〔
清
水

一
九
八
三
‥
一
九
八
│
二
五
三
〕
や
地
域
文
化

圏
で
の
歴
史
的
展
開
［E

b
er
h
ard1968:

3
41‐

3
54

］
が
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
が
設
定
し
た
、
瑶
文
化
、

文
化
、

越
文
化
な
ど
の
文
化
圏
は
再
検
討
を
要
す
る
。

（
78
）

赤
は
喜
び
や
繁
栄
、
黄
は
五
穀
豊
穣
、
紫
は
平
安
、
青
は
吉
兆
、
白
は
純
潔
を
表
す
な
ど
と
説
明
す
る
。

（
79
）

創
世
神
話
で
は

後
来
祭
祖
先
、
才
要
三
条
魚

と
あ
る
［
馬
・
今
（
編
）

一
九
八
三
‥
二
一
四
］。

（
80
）

創
世
神
話
に
も
チ
ャ
ン
ヤ
ン
が
蜜
蜂
や
瓢
虫
（
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
）
か
ら
踊
り
を
習
っ
て
、

鼓
を
始
め
た
と
あ
る
。
原
文
の
漢
訳

は

暢
游
的
瓢
虫
来
教
他
轉
身
、
飛
舞
的
蜜
蜂
来
教
他
転
轉
調
。
姜
央
学

鼓
、
越
学
越
好
了

［
馬
・
今
（
編
）

一
九
八
三
‥
二
〇

〇
］
で
あ
る
。

（
81
）

姉
妹
節
は
革
東
、
井
洞
堂
、
偏
寨
、
場
壩
な
ど
で
盛
ん
だ
と
い
う
［
呉
通
発

一
九
八
三
‥
三
三
］。
た
だ
し
、
施
洞
以
外
の
多
く

は
二
月
一
五
日
で
、
清
水
江
北
岸
の
施
秉
県
双
井
、
馬
号
、
六
合
の
姉
妹
節
は
二
月
一
五
日
の
前
後
三
日
間
で
あ
る
［
成

一
九
九
一
‥

六
一
│
六
三
］。
雷
山
県
で
も
姉
妹
飯
が
あ
り
、
嫁
に
行
っ
た
娘
が
実
家
に
帰
っ
て
き
た
時
に
、
房
族
が
も
て
な
す
慣
行
でait

n
aı̈
f

g
h
a
b
b
ul

と
い
う
。
台
江
県
と
の
共
通
点
は
女
性
主
体
の
行
事
で
、
魚
を
捕
獲
し
料
理
し
て
共
同
飲
食
す
る
こ
と
で
あ
る
［
張
寒
梅
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一
九
九
〇
‥
一
八
│
一
九
］。

（
82
）

対
偶
婚
家
族
（sy

n
d
y
as

m
ia
n
fa

m
ily

）
と
は
、
モ
ー
ガ
ン
（L.

H.
M
or
g
a
n

）
が

古
代
社
会

（

1
877

）

で
提
唱
し
た
、
人
類
の
婚
姻
の
進
化
の
段
階
に
登
場
す
る
と
さ
れ
る
婚
姻
形
態
で
、
排
他
的
な
同
棲
を
伴
わ
な
い
男
女
の
一
対
の
婚
姻
を

言
う
。
し
か
し
、
モ
ー
ガ
ン
の
進
化
主
義
の
学
説
は
実
証
不
可
能
な
観
念
論
で
あ
り
、
完
全
に
破
棄
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
中

国
の
学
界
で
は
こ
の
学
説
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
（F.

E
n
g
els

）
の

家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源

（
一
八
八
四
）
に
取
り
込
ま
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
社
会
主
義
の
民
族
理
論
の
正
統
的
な
考
え
方
と
し
流
通
し
て
い
る
。
口
頭
伝
承
の
提
示
に
あ
た
っ
て
は
、
採
集
者
の
意

見
は
取
り
込
ま
ず
に
原
文
を
公
開
し
、
採
集
時
期
、
話
者
な
ど
を
明
記
し
、
資
料
批
判
を
し
た
上
で
使
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
83
）

由
来
譚
に
は
更
に
異
伝
が
あ
る
が
［
成

一
九
八
三
］、
若
い
男
女
の
恋
愛
が
主
題
で
あ
る
点
は
共
通
す
る
。

（
84
）

龍
船
節
で
は
一
木
造
り
の
丸
木
船
、

独
木
船

が
独
自
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
湖
南
省
汨
羅
の
龍
船
競
渡
は

端
午
節

と
し
て
第
一
回
の
時
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
回
と
第
二
回
の
選
定
項
目
は
、
中
国
文
化
部
が

非
物
質
文
化
遺
産

の
ウ
ェ
ブ
・
サ

イ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。http://

w
w
w.
ih
c
hin

a.
c
n/
in
c/
g
u
o
hia

m
in

glu
er.

jsp
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