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蒙
古
族
は
古
代
よ
り
山
河
の
神
々
の
加
護
に
よ
っ
て
、
平
安
で
い
ら
れ
る
と
信

じ
て
き
た
。
そ
の
た
め
各
部
落
に
は
み
な
顎
博
が
一
つ
祀
ら
れ
て
お
り
、
四
季
の

折
々
に
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
郭
博
の
風
俗
は
、
卿
嚥
教
が
蒙
古
に
入

教
す
る
以
前
、
風
習
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
顎
博
は
三
種
類
に
分

け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
の
顎
博
、
旗
の
顎
博
、
そ
し
て
部
落
の
顎
博
が
あ
る
。
一

年
の
期
を
定
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
祭
祀
の
時
に
は
、
顎
博
の
と
こ
ろ
に
人
々
が
集
ま

り
、
そ
ろ
っ
て
祝
賀
の
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
郭
博
祭
祀
の
儀
礼
は
と
て
も

慎
重
に
守
ら
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
顎
博
に
は
皆
名
が
あ
り
、
国
家
の

顎
博
で
あ
れ
ば
「
阿
爾
坦
顎
博
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
別
の
部
落
の
顎
博
な
ど
は
、
そ

の
土
地
の
名
を
付
け
て
何
々
顎
博
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
郭
博
は
蒙
古
語
で
は
土
の
堆

積
を
意
味
し
、
「
阿
爾
坦
」
は
金
を
意
味
す
る
た
め
、
天
地
の
神
を
祀
り
奉
る
所
を

尊
び
「
阿
爾
坦
顎
博
」
と
い
う
尊
称
で
い
う
。

毎
年
春
と
秋
の
両
季
の
祭
祀
に
は
、
祭
り
を
担
当
す
る
官
吏
が
阿
爾
坦
顎
博
の

前
に
立
つ
。
春
は
三
月
十
五
日
或
い
は
四
月
十
五
日
に
集
ま
り
、
秋
は
七
月
十
五
日

或
い
は
九
月
十
五
日
に
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
随
時
天
候
や
寒
暖
を
見
な
が
ら
日
を
定

め
郭
博
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
顎
博
祭
祀
に
は
専
ら
牛
や
羊
、
酒
等
を
供
物
と
し

て
用
い
る
。
規
模
の
大
き
な
顎
博
祭
祀
で
は
、
牛
を
幾
頭
も
用
意
し
、
羊
を
数
十
匹

と
米
酒
や
茶
を
按
配
す
る
。
そ
し
て
郭
博
祭
祀
の
時
に
は
、
旗
主
と
長
官
は
み
な
顎

博
に
集
ま
り
来
る
ｃ
さ
ら
に
各
部
落
の
良
き
馬
群
を
上
手
に
育
て
る
者
等
は
、
早
く

第
四
十
六
章
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か
ら
特
に
良
い
馬
を
選
び
抜
き
、
顎
博
祭
祀
で
開
か
れ
る
競
馬
に
参
加
し
、
各
々
の

良
馬
は
そ
こ
で
強
弱
を
競
い
合
う
。
ま
た
顎
博
祭
祀
の
祭
り
は
、
蒙
古
で
は
賑
や
か

な
行
事
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
日
と
難
も
、
そ
の
挙
行
に
よ
る
影
響
は
大
き

い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
外
か
ら
や
っ
て
来
る
馬
の
仲
買
人
な
ど
は
、
顎
博
祭
祀

の
会
場
に
総
て
集
ま
り
来
て
、
初
め
て
そ
こ
で
よ
く
走
る
良
馬
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
普
段
は
馬
の
市
が
立
つ
こ
と
も
な
い
が
故
に
、
こ
の
顎

博
祭
祀
の
祭
り
で
な
け
れ
ば
、
一
斉
に
馬
が
群
集
ま
る
と
こ
ろ
は
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
顎
博
祭
祀
の
祭
り
は
午
前
の
辰
時
に
集
ま
り
始
め
ら
れ
る
と
決
め

ら
れ
、
午
後
の
申
時
に
は
散
会
と
な
る
。
そ
し
て
正
午
に
は
顎
博
を
祀
る
儀
礼
が
お

こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
日
、
顎
博
の
傍
に
は
鍋
が
設
え
ら
れ
、
牛
や
羊
を
丸
ご
と
煮
込

み
供
物
に
さ
れ
る
。
祭
祀
の
後
、
そ
の
煮
汁
で
粥
を
作
り
、
供
物
と
さ
れ
た
牛
と
羊

の
腸
や
肝
と
い
っ
た
内
臓
と
肉
を
、
す
べ
て
均
等
に
薄
切
り
し
て
柳
の
枝
で
串
刺
し

し
、
そ
れ
ぞ
れ
人
数
分
に
欠
け
る
こ
と
な
く
平
等
に
分
け
て
配
ら
れ
る
。
但
し
羊
頭

と
羊
の
「
烏
義
」
だ
け
は
長
官
の
分
と
し
て
特
別
に
留
め
置
か
れ
る
。
長
官
は
そ
の

烏
義
を
食
べ
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
専
ら
競
馬
の
優
勝
者
の
褒
美
に
当
て
ら
れ
る
。
こ

う
し
て
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
一
串
の
肉
を
貰
い
、
木
椀
を
手
に
鍋
の
所
へ
行
き
肉
粥
を

貰
う
と
、
各
自
其
処
此
処
に
座
し
食
す
。
年
長
者
は
皆
が
揃
っ
て
同
じ
物
を
食
べ
て

い
る
の
を
見
渡
し
、
食
べ
終
わ
る
の
を
待
っ
て
競
馬
の
準
備
に
取
り
か
か
ら
せ
る
。

次
い
で
参
加
者
は
八
里
以
外
の
所
に
並
び
、
一
回
に
十
頭
か
二
十
頭
の
馬
が
、
顎
博

の
前
の
境
界
石
を
目
指
し
一
斉
に
走
り
出
す
ｃ
そ
し
て
飛
ぶ
よ
う
に
よ
く
駆
け
る
最

も
速
い
馬
に
は
、
羊
の
烏
義
が
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
二
等
の
者

辻
雄
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訳
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に
は
羊
の
後
ろ
脚
が
一
本
、
三
等
の
者
に
は
羊
の
胸
肉
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
一
一
一
種
類

の
肉
が
競
馬
の
褒
美
と
さ
れ
る
。

馬
の
試
合
時
に
は
、
幾
人
か
の
者
が
速
い
馬
を
駆
っ
て
、
参
加
馬
を
監
視
す
る

た
め
に
眺
め
渡
す
。
そ
し
て
ど
の
家
の
馬
か
、
何
色
の
毛
を
し
て
い
る
か
、
走
る
姿

は
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
見
な
が
ら
、
先
頭
で
着
く
馬
を
判
定
す
る
。
そ
し

て
偏
る
こ
と
な
く
裁
定
を
下
し
、
よ
く
走
る
馬
に
は
毛
色
に
よ
っ
て
名
前
を
付
け
た

り
す
る
。
長
官
た
ち
は
皆
顎
博
の
前
に
揃
っ
て
並
び
立
ち
、
そ
の
試
合
を
観
戦
す
る
。

試
合
に
参
加
す
る
者
に
は
、
十
一
一
一
、
四
歳
の
幼
き
男
児
が
選
ば
れ
る
が
、
い
ず

れ
も
鞍
を
つ
け
ず
に
裸
馬
に
乗
っ
て
試
合
の
開
始
に
備
え
る
。
出
発
係
の
者
が
鞭
を

振
り
挙
げ
声
を
放
つ
と
、
一
斉
に
走
り
出
し
、
皆
声
を
挙
げ
な
が
ら
急
い
で
馬
に
跨

る
。
そ
し
て
大
声
で
叫
び
な
が
ら
、
顎
博
の
前
の
境
界
石
に
先
頭
で
着
い
た
者
が
、

一
等
で
名
馬
と
さ
れ
る
。

こ
の
時
各
種
の
毛
色
を
し
た
馬
か
ら
三
種
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
名
馬
と
す
る
。

一
．
毛
並
み
が
良
く
、
色
が
純
色
で
優
れ
て
美
し
く
、
一
歩
毎
に
四
足
と
も
に

地
上
か
ら
離
れ
て
駆
け
る
最
も
速
い
馬

二
・
毛
並
み
が
良
く
、
体
格
が
大
き
く
て
威
勢
が
あ
り
、
足
の
運
び
が
大
き
く

駆
け
る
馬

三
・
毛
並
み
が
良
く
、
斑
模
様
が
綺
麗
で
体
格
は
肥
え
て
お
り
、
足
の
運
び
が

小
さ
く
速
い
馬

こ
の
三
種
類
の
馬
以
外
の
馬
か
ら
は
、
体
格
と
走
る
姿
で
良
し
悪
し
を
判
断
し
、

毛
並
み
な
ど
は
問
わ
な
い
。

ま
た
馬
の
走
り
方
の
状
態
や
、
速
い
か
遅
い
か
、
あ
る
い
は
強
い
か
弱
い
か
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
名
が
分
別
さ
れ
異
な
っ
て
く
る
。

大
き
く
首
を
振
る
馬
小
さ
く
首
を
振
る
馬
軟
ら
か
く
首
を
振
る
馬
飛
ぶ

よ
う
に
駆
け
る
馬
ゆ
っ
く
り
と
駆
け
る
馬
流
れ
る
よ
う
に
首
を
振
る
馬

飛
び
跳
ね
る
よ
う
な
馬
落
ち
着
き
の
な
い
馬
頭
を
大
き
く
踊
ら
せ
る
馬

持
久
力
の
あ
る
馬
体
が
高
く
前
の
め
り
の
馬
急
に
立
ち
止
ま
る
馬
物
を
見

間
違
え
る
馬
漸
く
馬
突
然
驚
き
暴
れ
る
馬
あ
ち
こ
ち
素
速
く
動
く
馬

頭
を
揺
ら
す
馬
鐙
を
ぐ
る
ぐ
る
回
す
馬
必
死
に
跳
ね
る
馬
後
ろ
脚
を
蹴
り

上
げ
る
馬

こ
の
よ
う
な
種
類
の
馬
に
つ
い
て
体
格
の
良
し
悪
し
や
走
る
様
子
、
あ
る
い
は

病
気
な
ど
の
状
態
が
、
顎
博
祭
に
お
い
て
衆
人
の
面
前
で
お
こ
な
わ
れ
る
競
馬
で
試

さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
良
い
馬
が
選
ば
れ
、
馬
の
売
買
人
に
何
頭
か
が
買
わ

れ
て
い
く
と
い
う
風
俗
で
あ
る
。

定
め
に
則
っ
て
顎
博
の
祭
祀
日
が
決
め
ら
れ
る
と
、
風
雨
で
あ
ろ
う
と
間
違
い

な
く
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
日
人
々
は
総
出
で
郭
博
を
拝
み
、
山
河
の
神
々
を
誠
心

誠
意
祀
る
。
春
秋
の
郭
博
祭
祀
の
祭
り
の
時
に
は
、
周
囲
二
百
余
里
以
上
離
れ
た
所

か
ら
も
人
々
が
来
て
、
郭
博
祭
で
お
こ
な
わ
れ
る
競
馬
を
見
て
、
ど
こ
に
良
馬
が
い

る
の
か
を
知
る
。
し
か
し
集
ま
り
来
る
者
に
も
た
だ
一
つ
の
重
い
定
め
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
も
し
顎
博
祭
祀
の
時
に
該
当
す
る
部
落
の
長
官
或
い
は
年
長
者
等
が
所
用
で

来
ら
れ
な
い
時
に
は
、
責
任
者
は
郭
博
に
供
え
る
長
さ
の
揃
え
ら
れ
た
牛
と
羊
の
肉

と
腸
詰
め
を
串
刺
し
に
し
て
、
人
数
分
に
按
配
し
分
け
る
。
そ
し
て
参
加
で
き
な
か

っ
た
者
の
分
を
、
祭
り
が
終
わ
っ
た
後
に
そ
れ
ぞ
れ
送
り
届
け
る
こ
と
が
大
切
な
礼

と
さ
れ
る
。
も
し
送
り
届
け
な
い
家
な
ど
が
あ
れ
ば
、
責
任
者
は
罰
と
し
て
羊
一
頭

を
納
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
定
め
に
背
き
違
え
て
祭
祀
の
供
物

を
送
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
。
郭
博
の
祭
り
で
は
人
々
が
等
し
く
供
物
の
串
肉
を
食
べ
る

こ
と
が
最
も
大
切
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
串
肉
の
名
は
、
蒙
古
語
で
「
暗
嚇
嚥
」

と
い
い
、
一
串
に
さ
れ
た
雑
肉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
吟
卿
嚥
と
呼
ば
れ
る
肉
は
、
顎
博
の
祭
り
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
蒙
古
族
は
羊
を
も
っ
て
食
と
為
し
、
古
来
宴
席
に
は
牛
や
羊
の
肉
を
用
い
、

羊
も
丸
ご
と
食
し
て
き
た
。
以
来
結
婚
の
披
露
宴
や
長
寿
の
祝
い
、
或
い
は
顎
博
祭

祀
の
宴
会
等
に
お
い
て
用
意
さ
れ
る
料
理
と
し
て
暗
噺
嚇
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
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た
。

「
阿
爾
坦
」
顎
博
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
国
を
守
護
す
る
神
を
祀
る
も
の
と
し

て
供
奉
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
蒙
古
の
長
官
と
人
々
は
、
四
季
折
々
に
阿
爾
坦
顎
博

を
参
拝
し
特
に
尊
ぶ
。
或
い
は
兵
士
が
出
征
す
る
時
や
遠
く
旅
に
出
る
時
に
は
、
皆

先
ず
顎
博
を
拝
み
加
護
を
祈
っ
て
出
発
す
る
。
こ
の
よ
う
に
元
来
顎
博
を
尊
ぶ
こ
と

を
定
め
と
し
、
何
人
と
難
も
顎
博
の
境
界
石
内
を
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
通
過
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
境
界
石
の
傍
ら
で
馬
を
降
り
、
歩
い
て
通
過
す
る
。
こ
の
よ
う
な
顎

博
を
尊
重
す
る
定
め
は
風
俗
と
し
て
伝
わ
り
来
た
た
め
、
蒙
古
人
は
毎
年
顎
博
に
祀

ら
れ
る
神
々
に
供
奉
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
に
劇
嘱
教
が
蒙
古
に
入
り
、
廟
を
築

い
て
布
教
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
は
甚
だ
隆
盛
と
な
っ
た
が
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
郭
博
祭
祀
は
定
期
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
ｃ

顎
博
祭
祀
の
祈
り
の
詞

天
神
地
神
山
河
の
神
々
よ

境
域
内
の
人
間
が
平
安
で
あ
る
よ
う
お
守
り
下
さ
い
。

本
地
の
神
霊
よ

野
獣
が
暴
れ
ず
穏
や
か
で
あ
る
よ
う
お
守
り
下
さ
い
。

四
方
の
神
々
よ

牛
馬
羊
家
畜
の
息
災
と
繁
盛
す
る
よ
う
お
守
り
下
さ
い
。

ま
た
蒙
古
の
顎
博
の
祭
り
に
は
人
々
が
集
ま
る
た
め
、
諸
々
の
事
柄
も
そ
こ
で

処
理
さ
れ
た
。
長
官
は
訴
訟
事
件
に
判
決
を
下
し
、
良
馬
の
売
買
が
な
さ
れ
、
そ
し

て
境
界
の
警
備
や
各
部
落
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
す
べ
て
顎
博
の
祭
り
の
際
に
処

理
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
蒙
古
地
方
で
は
約
束
さ
れ
る
決
め
事
は
、
皆
顎
博
の
祭
り

で
集
ま
り
議
論
し
処
理
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
蒙
古
の
顎
博
の
祭
り
は
最
も
楽
し

く
、
そ
し
て
賑
や
か
な
祭
り
で
あ
る
。

元
来
蒙
古
族
は
、
そ
の
最
古
の
時
、
国
境
地
帯
を
定
め
る
こ
と
な
く
居
住
し
た
。

而
し
て
各
族
は
境
界
線
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
範
囲
内
を
随
時
移
居
し
遊

牧
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
代
は
蒙
古
の
人
口
が
一
番
少
な
い
時
代
で
、
村
に

は
家
畜
の
牧
畜
を
す
る
こ
と
を
除
い
て
他
に
何
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
風
景
が

移
り
ゆ
き
、
若
干
の
時
代
を
経
た
後
、
秦
の
始
皇
に
至
り
て
六
つ
の
国
を
平
定
し
、

萬
里
の
長
城
を
築
き
、
胡
族
と
の
境
界
を
分
け
て
関
所
を
設
け
た
。
そ
の
後
、
蒙
古

族
は
初
め
て
南
の
長
き
白
い
壁
が
境
界
線
に
な
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
た
だ
長
城
が

ど
こ
に
始
ま
り
、
東
に
ど
こ
ま
で
続
く
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
始
皇
帝
が
長
城
を

築
い
た
時
、
蒙
古
族
の
居
住
範
囲
は
、
甘
粛
省
の
西
の
阿
蘭
善
・
青
海
・
姶
屯
河
・

天
山
に
あ
っ
て
、
北
は
貝
加
爾
湖
南
岸
に
至
り
、
そ
こ
が
皆
蒙
古
族
の
居
住
地
で
牧

畜
を
営
む
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
蒙
古
族
は
幾
つ
か
に
分
か
れ
て
国
名
も
あ
っ
た

が
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
と
国
境
の
四
方
が
ど
こ
な
の
か
解
ら
な
か
っ
た
。
た
だ

一
つ
解
っ
て
い
た
の
は
、
南
に
あ
る
長
き
白
い
壁
が
城
内
と
の
境
界
と
な
っ
て
い
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
夫
山
の
北
と
貝
加
爾
湖
一
帯
が
、
蒙
古
族
の
先
祖
伝
来
の
地
で
あ

り
遊
牧
地
帯
で
あ
っ
た
。
こ
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
、
各
族
国
の
範
囲
は
甚
だ
小
さ
い

と
難
も
、
皆
互
い
に
団
結
し
往
来
し
て
い
た
。
そ
し
て
成
吉
思
汗
の
時
、
大
蒙
古
を

興
し
国
号
を
創
立
し
た
。
各
方
面
に
三
十
六
の
兵
営
を
構
え
、
ま
た
詳
し
く
国
境
地

帯
も
定
め
た
。
そ
の
後
元
朝
の
浩
伯
来
車
臣
汗
の
時
に
、
汗
族
と
台
吉
が
分
居
す
る

こ
と
に
な
り
、
浩
伯
来
汗
は
自
ら
の
親
派
の
分
居
を
、
も
と
も
と
明
ら
か
な
境
界
で

あ
っ
た
天
山
南
よ
り
長
城
嘉
峪
関
に
至
る
ま
で
と
し
た
。
ま
た
青
海
地
方
は
額
魯
特

族
の
原
籍
と
し
、
天
山
の
北
か
ら
貝
加
爾
湖
南
岸
ま
で
を
範
囲
と
し
た
。
こ
の
地
域

は
成
吉
思
汗
の
兄
の
子
孫
で
あ
っ
た
洪
和
台
が
興
し
、
諸
々
の
部
族
が
居
住
し
て
い

た
た
め
、
こ
の
地
域
は
通
常
溶
爾
客
河
と
い
っ
た
。

た
め
、
こ
の
地
域
は
通
常
喀
爾
喀
河
と
い
っ
た
。

そ
し
て
天
山
の
東
か
ら
楊
息
木
河
ま
で
と
、
輿
安
嶺
以
南
か
ら
希
拉
木
倫
河
ま

第
四
十
七
章
辺
境
地
図
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で
の
地
域
は
、
成
吉
思
汗
の
弟
恰
薩
爾
の
子
孫
が
居
住
し
原
籍
と
し
た
。
そ
し
て
天

山
西
部
は
土
爾
雇
特
蒙
古
の
ほ
か
に
額
魯
特
族
及
び
回
鶴
児
族
、
恰
密
族
な
ど
が
雑

居
し
、
伊
箪
新
彊
に
至
る
ま
で
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
他

に
ま
た
烏
梁
海
族
及
び
土
黙
特
族
の
居
住
は
長
城
の
外
で
特
に
分
け
ら
れ
、
北
は
希

拉
木
倫
河
、
東
は
楊
息
木
河
、
南
は
長
城
古
北
口
、
西
は
木
蘭
嶺
ま
で
の
地
域
に
居

住
を
定
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
こ
の
地
は
烏
梁
海
族
及
び
土
黙
特
族
の
原
籍
と
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
各
族
の
居
住
地
を
そ
れ
ぞ
れ
各
地
方
に
分
置
し
安
定
さ
せ
た
後
、

浩
伯
来
汗
は
自
ら
の
本
族
の
居
住
地
を
嘉
峪
関
内
の
涼
州
地
方
に
定
め
、
代
々
の
居

と
し
た
。
そ
し
て
以
来
明
朝
に
至
り
、
喀
爾
曙
南
部
に
居
住
し
た
暗
薩
爾
の
子
孫
は

繁
栄
し
、
四
つ
に
分
か
れ
て
、
張
家
口
に
至
る
ま
で
分
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
他
に
蒙
古
族
の
中
で
も
強
者
は
、
部
族
を
統
率
し
任
意
に
長
城
の
外
で
移
住
し
放

牧
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
満
洲
が
中
興
し
大
清
と
な
る
と
、
康
煕
年
間
に
至

っ
て
蒙
古
を
監
督
す
る
た
め
に
蒙
古
役
所
を
設
立
し
、
内
外
蒙
古
と
称
し
た
時
に
は

露
西
亜
が
強
く
て
勝
り
、
貝
加
爾
湖
の
南
か
ら
喀
爾
喀
色
傍
河
の
北
岸
の
査
達
木
に

至
る
ま
で
の
地
域
に
居
住
し
た
、
布
利
亜
特
族
の
蒙
古
人
を
露
西
亜
国
に
加
え
た
。

そ
の
た
め
こ
の
貝
加
爾
湖
の
布
利
亜
特
族
は
蒙
古
に
帰
属
し
て
い
た
が
、
露
西
亜
国

の
統
轄
に
よ
っ
て
蒙
古
の
北
側
の
一
部
が
失
わ
れ
た
。

蒙
古
が
大
清
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
以
来
漬
朝
廷
の
懐
柔
政
策
を
受
け
た
故
に

自
ら
の
政
を
統
率
す
る
も
の
が
無
か
っ
た
。
た
だ
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
は
守
っ
て
い

た
。
そ
し
て
康
煕
五
年
、
関
内
の
各
県
が
被
災
し
人
々
の
生
活
が
困
窮
を
極
め
る
と
、

関
外
へ
の
移
住
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
古
北
口
外
か
ら
東
海
沿

い
に
か
け
て
、
吉
林
省
寛
城
子
に
至
る
ま
で
の
地
域
に
、
蒙
古
各
旗
か
ら
土
地
を
借

り
て
、
被
災
し
た
人
々
を
居
住
さ
せ
た
。
そ
れ
か
ら
辺
境
線
を
決
め
規
則
を
作
り
、

漢
人
が
辺
境
を
越
え
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
各
辺
境
に
関
門
を
設
け
官
吏
を

お
き
、
防
御
官
員
と
し
て
兵
士
数
名
を
配
置
し
た
。
主
要
な
関
門
は
、
新
台
門
・
白

土
廠
門
・
清
何
門
・
彰
武
憂
門
・
法
庫
門
・
馬
前
憂
門
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
門
は

蒙
古
の
領
地
の
境
界
地
帯
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
範
囲
の
外
に
も
、
古
北
口
か
ら
張
家
口
西
ま
で
の
地
域
で
は
関
門
こ
そ
設
け

ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
清
朝
が
設
け
た
検
問
所
が
あ
っ
た
。
し
か
し
陸
続
き
で
あ
っ

た
た
め
、
年
来
開
墾
し
た
耕
地
に
移
民
が
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
皆
蒙
古
の

遊
牧
地
を
侵
害
し
て
お
り
、
年
を
経
る
に
し
た
が
い
開
墾
地
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
光
緒
年
間
に
至
っ
て
、
内
蒙
古
の
各
旗
は
漢
人
を
招
い
て
荒
野
を
開
墾

さ
せ
始
め
、
旧
例
の
定
め
た
境
界
に
し
た
が
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
州
と
県
に
於
い
て
は
、

清
朝
の
記
し
た
四
方
の
境
界
線
に
近
い
旗
が
、
空
い
て
い
る
土
地
を
定
価
よ
り
も
安

い
値
段
で
売
買
を
お
こ
な
っ
た
。
故
に
内
蒙
古
の
荒
野
が
あ
っ
た
旗
は
、
年
々
本
来

の
土
地
の
範
囲
が
破
壊
さ
れ
、
も
と
に
戻
す
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
古
代
の
旧
地
図
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
そ
れ
を
詳
細
に
調
べ
て
も
、
失

わ
れ
た
元
の
範
囲
の
前
で
は
原
図
も
無
益
で
あ
る
。
但
し
、
外
蒙
古
は
今
で
も
昔
の

地
図
の
ま
ま
完
全
に
範
囲
を
残
し
て
い
る
。
外
蒙
古
の
喀
爾
喀
の
昔
の
範
囲
は
、
北

が
露
西
亜
と
国
境
を
接
し
、
東
は
索
倫
山
、
南
は
戈
壁
砂
漠
嶺
、
西
は
阿
爾
泰
山
青

海
の
境
界
線
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
地
域
が
曙
爾
喀
の
原
籍
地
で
あ
る
。

元
朝
の
図
説
に
照
ら
せ
ば
、
蒙
古
科
魯
倫
河
の
地
図
に
は
周
囲
二
万
余
里
と
あ

り
、
そ
の
地
図
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
を
除
い
て
遠
く
離
れ
て
散
居
す
る

所
や
、
嘉
峪
関
内
の
涼
州
、
あ
る
い
は
甘
粛
な
ど
に
居
住
す
る
唐
古
特
蒙
古
は
、
こ

の
科
魯
倫
河
の
地
図
の
内
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
清
の
宣
統
が
退
位
し
て
共
和
民
国
が
設
立
す
る
時
、
内

蒙
古
の
旗
主
が
そ
れ
ぞ
れ
率
い
た
一
族
を
伴
い
共
和
民
国
に
属
す
る
こ
と
で
、
元
の

旗
の
範
囲
と
人
口
を
保
持
し
た
。

そ
し
て
外
蒙
古
の
四
つ
の
盟
は
、
曙
爾
喀
が
露
西
亜
と
条
約
を
結
び
民
国
か
ら

離
脱
し
、
所
謂
自
治
を
独
立
し
て
、
他
と
の
境
界
を
画
し
た
。
こ
う
し
て
内
蒙
古
の

戈
壁
を
分
界
に
、
東
は
黒
龍
江
及
び
索
倫
ま
で
、
北
は
露
西
亜
と
隣
接
し
、
そ
し
て

露
西
亜
と
蒙
古
と
の
境
界
は
、
西
の
伊
華
新
彊
に
ま
で
至
っ
た
。
こ
の
露
西
亜
と
民
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こ
の
民
族
は
、
昔
か
ら
山
河
に
祈
る
こ
と
を
最
も
重
視
し
、
移
住
の
習
慣
か
ら

山
河
の
神
仙
に
詳
し
く
、
そ
の
名
称
を
互
い
に
呼
び
合
う
。
而
し
て
こ
の
よ
う
な
風

俗
か
ら
、
人
の
到
る
所
に
は
皆
地
名
が
あ
る
。
ど
の
方
向
に
向
い
て
い
る
か
、
あ
る

国
、
外
蒙
古
が
独
立
し
た
三
国
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
が
恰
克
図
会
議
に
集
い
、

外
蒙
古
の
自
治
範
囲
を
画
定
し
た
。
そ
の
後
民
国
三
年
に
至
っ
て
、
内
外
蒙
古
の
地

理
全
図
が
画
定
し
、
外
蒙
古
が
独
立
し
版
図
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ま
で
の
蒙
古
は
二
分
さ
れ
た
た
め
、
蒙
古
が
一
つ
の
国
で
は
な
く
、
内
蒙
古
は
民
国

に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

詳
し
く
見
て
み
る
と
、
蒙
古
の
版
図
は
元
朝
時
代
に
至
っ
て
甚
だ
大
き
な
も
の

と
な
り
、
大
清
以
来
徐
々
に
衰
退
し
土
地
を
消
失
し
て
い
き
、
民
国
八
年
に
至
っ
て

も
内
蒙
古
と
外
蒙
古
の
地
図
が
断
た
れ
ず
に
連
な
っ
て
は
い
る
が
、
一
部
を
除
き
そ

の
ほ
か
の
天
山
西
部
と
青
海
の
阿
蘭
善
蒙
古
、
土
爾
雇
特
蒙
古
、
額
済
納
蒙
古
、
唐

古
特
蒙
古
な
ど
が
居
住
し
た
所
は
、
昔
の
範
囲
を
保
持
し
て
い
る
と
難
も
、
互
い
に

遠
く
離
れ
て
散
居
し
た
た
め
に
一
つ
に
は
な
れ
ず
、
皆
各
県
に
帰
属
し
、
省
の
管
轄

下
に
置
か
れ
た
。

今
、
蒙
古
人
が
居
住
す
る
所
は
三
つ
の
地
域
か
ら
な
る
。

そ
れ
は
内
蒙
古
と
外
蒙
古
に
跨
る
一
つ
の
地
域
で
、
海
拉
爾
・
呼
倫
貝
爾
・
布

利
亜
特
蒙
古
で
一
つ
の
地
域
を
成
し
、
そ
し
て
青
海
額
済
納
で
一
つ
の
地
域
と
な
っ

て
い
る
。

土
爾
属
特
の
一
部
は
伊
箪
の
統
轄
に
属
し
、
阿
蘭
善
・
唐
古
特
の
各
土
司
は
映
西

省
と
甘
粛
省
の
統
轄
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
喀
爾
喀
四
部
の
王
族
だ
け
は
、
昔
の
版

図
を
失
わ
ず
に
居
住
し
今
日
に
至
る
。
こ
れ
が
蒙
古
の
地
図
の
現
状
で
あ
る
。

第
四
十
八
章
山
河
人
名

戈
壁
と
は
、
漢
書
で
は
灘
海
と
書
き
、
広
大
な
砂
漠
を
意
味
す
る
。

曙
爾
喀
と
は
、
大
門
を
意
味
す
る
。
喀
爾
喀
が
分
居
し
て
か
ら
は
、
四
部
喀
爾

喀
を
さ
す
。

額
魯
特
と
は
、
蒙
古
族
の
上
等
な
姓
で
あ
る
。

阿
拉
善
と
は
地
名
で
、
黒
白
の
土
地
を
い
う
。

額
済
納
と
は
主
の
こ
と
で
、
後
に
姓
に
も
さ
れ
た
。

愛
曼
克
と
は
複
数
人
称
で
、
蒙
古
語
の
我
々
や
あ
な
た
達
の
意
を
表
す
。

科
爾
沁
と
は
会
議
や
会
合
の
こ
と
で
、
会
議
を
お
こ
な
う
こ
と
を
蒙
古
語
で
は

科
爾
沁
と
い
う
。
ま
た
科
爾
沁
に
は
三
つ
の
使
い
方
が
あ
り
、
阿
魯
科
爾
沁
と
喀
蝋

沁
は
会
合
や
会
議
の
意
味
で
あ
る
が
、
郭
爾
羅
斯
は
地
名
で
、
草
木
が
生
い
茂
っ
た

山
河
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

杜
爾
伯
特
と
は
人
名
で
、
勇
壮
の
意
味
で
あ
る
が
、
後
に
地
名
と
な
る
。

札
賓
特
と
は
地
名
で
、
遠
い
野
原
の
意
味
で
あ
る
が
、
後
に
地
名
と
な
る
。

札
魯
特
と
は
兵
舎
・
兵
隊
の
名
で
、
蒙
古
語
で
は
連
隊
の
呼
称
に
用
い
ら
れ
る
。

｜
つ
の
札
魯
特
の
兵
士
の
数
は
千
人
か
或
い
は
五
百
人
で
一
定
し
な
い
。
ま
た
後
に

は
地
名
と
な
る
。

奈
曼
と
は
人
名
で
、
八
つ
の
優
れ
た
能
力
を
意
味
し
た
。
後
に
旗
の
名
称
と
な

る
。赦
漢
と
い
う
語
は
長
男
の
意
味
で
あ
る
。
後
に
改
め
て
旗
の
名
称
と
な
る
。

翁
牛
特
と
は
人
名
で
、
貴
い
者
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
翁
牛
特
と
い
う
語
は
最

古
の
も
の
で
、
後
に
旗
の
名
称
と
も
な
る
。

阿
魯
科
爾
沁
と
は
会
議
の
名
称
で
あ
り
、
阿
魯
と
は
後
半
の
意
味
で
、
科
爾
沁

は
議
事
会
の
こ
と
で
あ
る
。

い
は
ど
の
よ
う
な
山
河
で
あ
る
の
か
、
ま
た
高
い
丘
な
の
か
窪
み
な
の
か
に
よ
っ
て

名
称
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
蒙
古
語
の
名
詞
で
あ
る
。
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巴
林
と
は
兵
舎
の
名
で
、
小
隊
或
い
は
中
隊
を
意
味
す
る
。
後
に
旗
名
と
な
っ

て
大
小
の
巴
林
が
あ
る
。

克
什
克
騰
と
は
人
名
で
、
幸
福
を
意
味
し
、
後
に
旗
名
と
な
る
。

土
黙
特
と
は
人
名
で
、
極
め
て
多
い
数
の
意
味
で
あ
る
。
後
に
地
名
や
旗
名
に

用
い
ら
れ
る
。

烏
珠
穆
沁
と
は
兵
隊
名
で
、
偵
察
或
い
は
偵
察
者
を
意
味
す
る
。
後
に
旗
名
と

な
る
。

浩
斎
特
と
い
う
語
は
古
跡
を
意
味
す
る
。
後
に
地
名
と
な
る
。

阿
巴
暗
納
爾
と
は
呼
称
で
、
自
分
の
父
親
や
兄
を
呼
ぶ
時
に
使
う
。
後
に
こ
の

語
は
旗
名
と
な
る
。

蘇
尼
将
と
は
人
名
で
、
夜
明
け
を
意
味
す
る
。
こ
の
蘇
尼
特
も
後
に
旗
名
と
な

る
。茂
明
安
と
は
官
職
名
で
、
千
戸
長
を
意
味
す
る
。
後
に
旗
名
と
な
る
。

烏
卿
特
と
は
役
職
名
で
、
宿
場
の
番
役
を
意
味
す
る
。
後
に
旗
名
と
地
名
と
な

る
。郭
爾
多
斯
と
は
建
物
名
で
、
府
或
い
は
宅
を
意
味
す
る
。
後
に
旗
名
と
な
る
。

土
謝
図
汗
、
図
什
業
図
と
は
同
類
の
官
爵
の
名
で
、
図
什
業
図
は
補
佐
を
意
味

し
、
汗
は
帝
王
の
意
で
あ
る
。
後
に
旗
主
と
爵
名
を
指
す
よ
う
に
な
る
。

車
臣
汗
と
は
人
名
で
あ
る
。
車
臣
は
聡
明
を
意
味
し
、
汗
は
帝
王
の
意
で
あ
る
。

後
に
旗
名
と
な
る
。

札
薩
克
図
と
は
役
所
を
意
味
し
、
後
に
旗
名
と
な
る
。

奏
音
諾
顔
と
は
役
職
名
で
、
奏
音
は
善
ま
た
は
良
い
を
意
味
し
、
納
顔
は
長
官

の
意
味
で
、
皆
諾
顔
と
称
す
る
。

乍
倫
と
は
兵
隊
名
で
あ
り
、
守
備
隊
を
意
味
す
る
。

唐
努
烏
梁
海
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
あ
る
。

塔
爾
巴
恰
台
と
は
地
名
で
、
嶺
の
あ
る
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
。

衛
拉
特
と
烏
嗽
特
は
役
職
名
で
、
宿
場
の
番
役
を
意
味
す
る
。
こ
の
衛
拉
特
は

駅
や
宿
場
の
馬
の
世
話
を
し
、
こ
の
よ
う
な
所
に
は
必
ず
長
官
が
お
か
れ
る
。
後
に

地
名
・
旗
名
と
も
な
る
。

和
碩
特
と
は
旗
名
で
、
そ
の
部
落
に
は
四
名
の
武
官
が
お
り
、
そ
れ
ら
は
皆
和

碩
特
と
称
さ
れ
る
。

準
鳴
爾
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
あ
る
。

土
爾
雇
特
と
は
元
は
樹
木
の
名
で
あ
る
が
人
名
と
も
な
っ
た
。
こ
の
土
爾
雇
特

人
の
一
族
は
繁
栄
し
、
以
来
族
名
と
な
り
伊
埜
に
居
住
す
る
。

阿
爾
泰
と
は
地
名
で
、
背
後
の
嶺
を
意
味
す
る
。

額
爾
済
斯
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
あ
る
。

科
布
多
と
は
地
名
で
、
境
界
に
位
置
す
る
居
住
地
を
意
味
す
る
。

輝
特
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
、
後
に
地
名
と
な
る
ｃ

阿
拉
巴
図
と
い
う
語
は
、
属
す
る
下
人
を
意
味
す
る
。

吉
里
吉
思
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
あ
る
。

巴
里
坤
と
い
う
語
は
西
方
或
い
は
地
名
で
あ
る
。

唐
古
特
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
、
同
じ
蒙
古
人
で
は
あ
る
が
、
こ
の
一
族
の
言
語

は
内
外
蒙
古
で
異
な
り
通
じ
な
い
。

烏
魯
木
斎
と
は
地
名
で
あ
り
、
凍
っ
た
土
地
を
意
味
す
る
。

喀
劇
沙
爾
と
い
う
語
は
、
卿
嚥
或
い
は
在
家
の
信
者
を
意
味
す
る
。

烏
什
と
い
う
語
は
先
程
の
意
味
で
、
或
い
は
人
名
に
も
用
い
ら
れ
る
。

阿
克
蘇
と
い
う
語
は
宿
の
意
味
で
、
後
に
地
名
と
な
る
。

庫
車
と
い
う
語
は
、
人
を
雇
う
費
用
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

安
巴
堅
と
阿
保
機
と
い
う
語
は
、
貰
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

迭
刺
夷
離
篁
と
い
う
語
は
、
農
夫
ま
た
は
百
姓
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

大
詳
穏
と
は
草
葺
き
家
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

朱
里
真
と
い
う
語
は
、
兵
役
の
あ
る
家
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

－３９５－
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完
顔
と
は
駅
名
で
、
蒙
古
の
大
き
な
駅
で
は
一
二
○
里
離
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

小
さ
な
駅
で
は
六
十
里
、
中
く
ら
い
の
駅
は
八
十
里
で
一
駅
で
あ
る
。

按
出
虎
と
い
う
語
は
、
雇
わ
れ
農
夫
の
意
味
で
あ
る
。

阿
骨
打
と
は
馬
名
で
、
去
勢
さ
れ
た
馬
の
意
味
で
あ
る
。

索
倫
と
は
地
名
で
、
森
林
の
あ
る
深
山
の
意
味
で
あ
る
。

達
胡
（
呼
）
爾
と
は
蒙
古
人
の
姓
で
あ
る
。

忽
魯
と
い
う
語
は
、
会
議
ま
た
は
集
会
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

謀
克
と
い
う
語
は
、
待
ち
伏
せ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

猛
安
と
い
う
語
は
、
墓
地
ま
た
は
陵
墓
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

蒲
里
桁
と
い
う
語
は
、
清
々
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

阿
里
喜
と
い
う
語
は
、
肉
料
理
ま
た
は
豚
羊
の
類
の
肉
料
理
を
意
味
す
る
。

助
魯
古
特
と
は
、
蒙
古
の
族
名
で
あ
る
。

烏
魯
古
特
と
は
、
蒙
古
の
姓
で
あ
る
。

石
塁
特
と
は
、
蒙
古
の
姓
で
あ
る
。

枯
倫
湖
及
び
呼
倫
貝
爾
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
同
一
の
地
名
で
あ
り
、
足
を
凍
え

さ
せ
る
湖
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

慶
忽
と
い
う
語
は
、
肉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

孟
骨
子
と
野
獣
の
名
で
、
穴
熊
を
意
味
す
る
。

泰
楚
特
ま
た
は
泰
赤
烏
特
と
書
か
れ
る
の
は
、
蒙
古
の
一
族
の
姓
で
あ
る
。

和
林
或
い
は
科
魯
倫
と
い
う
の
は
同
じ
所
で
、
科
魯
倫
は
何
名
で
、
水
の
き
れ

い
な
河
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

達
魯
花
赤
と
は
役
職
名
で
、
路
長
ま
た
は
路
頭
を
意
味
す
る
。

喀
噺
沁
と
い
う
語
は
防
御
す
る
者
の
住
む
所
と
い
う
意
味
で
、
後
に
地
名
と
な

る
。西
埒
図
庫
倫
と
は
地
名
で
、
西
埒
図
は
正
位
ま
た
は
堂
の
意
味
で
あ
る
。

庫
倫
は
地
名
で
、
柵
や
兵
営
ま
た
は
庭
の
垣
根
の
意
味
で
あ
る
。

奏
爾
烏
蘇
と
は
地
名
で
、
黄
色
の
水
が
あ
る
土
地
の
意
味
で
あ
る
。

烏
理
稚
蘇
台
と
は
樹
木
の
名
で
後
に
地
名
と
な
り
、
野
生
の
箱
柳
を
意
味
す
る
。

達
爾
季
と
は
功
績
の
こ
と
で
達
爾
漢
と
も
轡
く
・
い
ず
れ
も
同
じ
意
味
を
も
つ

名
詞
で
、
従
来
か
ら
軍
功
あ
る
者
を
記
録
し
、
後
に
子
孫
が
そ
れ
を
世
襲
し
、
皆
達

爾
漢
と
し
て
功
御
の
位
に
つ
く
。

昌
図
と
は
、
州
県
を
意
味
す
る
。

額
爾
克
と
は
地
名
で
、
高
い
岡
を
意
味
す
る
。

卓
索
図
と
は
地
名
で
、
元
は
河
を
意
味
し
た
。
毎
年
夏
に
な
る
と
、
そ
の
周
辺

部
落
の
者
が
皆
避
暑
に
集
ま
り
来
る
。
後
に
盟
長
の
名
に
な
る
が
、
蒙
古
語
で
は
避

暑
地
の
意
味
で
、
そ
こ
に
今
も
あ
る
卓
索
図
河
は
漢
音
で
あ
る
（
』

昭
烏
達
と
は
地
名
で
、
百
の
柳
樹
を
意
味
し
、
後
に
こ
の
地
名
を
借
り
て
、
昭

烏
達
盟
長
と
称
さ
れ
る
盟
長
の
名
も
あ
る
。

哲
里
木
と
い
う
語
は
共
同
会
議
を
意
味
し
、
後
に
盟
の
名
に
改
め
た
の
が
哲
里

木
盟
で
あ
る
。

烏
蘭
察
布
と
は
地
名
で
、
赤
い
沙
の
嶺
を
意
味
し
、
後
に
盟
長
の
名
と
な
る
。

伊
克
昭
と
は
地
名
で
、
大
き
く
高
い
尚
を
意
味
し
、
後
に
こ
の
地
名
を
改
め
て

伊
克
昭
盟
と
な
る
。

錫
林
郭
勒
と
は
河
名
で
、
傾
斜
す
る
河
を
意
味
し
、
後
に
こ
の
地
名
を
借
り
て

盟
長
の
名
と
な
る
。

巴
爾
斯
和
屯
と
は
地
名
で
、
巴
爾
斯
は
虎
、
和
屯
は
城
の
意
味
で
あ
る
。
後
に

改
め
ら
れ
巴
爾
斯
和
屯
盟
長
の
名
と
な
る
。

寧
阿
林
山
と
は
山
名
で
、
筆
阿
林
は
王
を
意
味
す
る
。
烏
蘭
も
同
音
で
皇
帝
山

の
意
味
で
あ
る
。

斎
斎
爾
里
克
は
地
名
で
、
花
の
よ
う
な
所
を
意
味
す
る
。
後
に
盟
長
の
名
と
な

る
。畢
都
里
雅
と
は
西
藏
語
の
地
名
で
、
瑠
璃
青
（
紺
碧
）
を
意
味
す
る
。
諾
爾
は
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湖
や
水
溜
ま
り
、
ま
た
は
池
の
意
味
で
あ
り
、
後
に
こ
の
地
名
が
改
め
ら
れ
畢
都
里

雅
諾
爾
盟
長
と
な
る
。

喀
噺
和
屯
と
は
地
名
で
、
喀
卿
は
黒
、
和
屯
は
城
の
意
味
で
あ
る
。

烏
蘭
恰
達
と
は
地
名
で
、
烏
蘭
は
赤
、
恰
達
は
石
の
意
味
で
あ
る
。

林
丹
汗
と
は
蒙
古
国
王
の
名
で
、
林
丹
は
西
蔵
語
で
霊
を
意
味
す
る
。

額
哲
と
い
う
語
は
、
主
ま
た
は
君
主
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

昆
都
と
は
役
人
名
で
あ
る
。

丹
崎
爾
と
は
役
人
に
従
う
者
の
名
で
、
随
行
者
と
も
言
う
。

察
克
達
と
契
丹
は
同
音
で
、
巡
視
隊
の
意
味
で
あ
る
。

阿
桂
と
は
寺
名
で
、
蒙
古
語
で
は
山
谷
に
あ
る
寺
廟
の
こ
と
を
皆
阿
桂
と
言
う
。

錫
伯
と
い
う
語
は
、
蒙
古
語
で
辺
境
に
住
む
民
と
そ
の
頭
領
の
名
を
皆
錫
伯
と

一一百、７ｏ

庫
爾
喀
蜘
烏
蘇
と
は
地
名
で
、
黒
い
水
を
意
味
す
る
。

沙
畢
納
爾
と
い
う
語
は
地
名
で
、
弟
子
を
意
味
す
る
。

多
倫
諾
爾
と
は
地
名
で
、
七
つ
の
泉
を
意
味
す
る
。

巴
彦
岱
と
は
人
名
で
、
富
豪
を
意
味
す
る
。

塔
勒
奇
と
は
官
職
名
で
、
十
家
長
を
意
味
す
る
。

伯
克
と
い
う
語
は
、
厳
重
で
緩
み
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
人
名
で
も
あ

る
。震
爾
果
斯
と
い
う
語
は
、
不
足
を
意
味
す
る
が
、
空
き
も
意
味
す
る
。

關
展
と
い
う
語
は
、
料
理
或
い
は
羊
や
牛
を
屠
殺
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

蒙
古
語
で
は
皆
關
展
那
と
い
う
。

喀
噺
巴
爾
崎
遜
と
は
地
名
で
、
黒
い
柳
の
林
を
意
味
す
る
。

璃
噺
巴
什
と
は
地
名
で
、
璃
卿
は
家
畜
、
巴
什
は
牧
場
を
意
味
す
る
。

昌
吉
と
は
神
を
祭
る
廟
名
で
、
そ
の
社
領
を
意
味
す
る
。

済
木
薩
と
は
人
名
で
、
西
藏
語
で
は
海
を
意
味
す
る
。

轟
音
済
雅
吟
と
は
人
名
で
、
運
命
が
良
い
こ
と
意
味
す
る
。
後
に
土
爾
厘
特
地

方
蒙
古
地
方
の
盟
長
の
名
と
な
る
。

烏
納
恩
素
珠
克
図
と
は
文
語
の
人
名
で
、
真
心
で
教
え
を
信
じ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

青
色
特
郭
勒
図
と
は
文
語
の
人
名
で
、
清
ら
か
で
誠
意
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

巴
啓
色
特
勒
図
と
は
文
語
の
人
名
で
、
一
人
で
誠
意
を
守
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

緯
羅
斯
と
は
爵
位
の
名
で
、
呼
称
或
い
は
そ
の
職
に
あ
る
者
等
の
呼
び
名
や
職

名
で
あ
る
。

察
季
諾
椚
季
と
は
噺
麟
教
の
名
号
で
、
そ
の
最
高
の
博
学
者
は
察
竿
諾
椚
季
の

名
号
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
は
清
廉
潔
白
な
博
士
で
あ
る
。

阿
勒
坦
諾
爾
と
は
地
名
で
、
光
輝
く
池
を
意
味
す
る
ｃ

明
斎
と
は
誤
写
す
る
こ
と
で
、
蒙
古
語
に
は
こ
の
語
が
な
い
。

孤
独
は
蒙
古
語
で
は
該
斎
と
い
う
。

海
斎
と
い
う
語
は
、
狭
い
所
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

布
克
後
申
と
は
地
名
で
、
旧
地
趾
を
意
味
す
る
。

庫
什
固
爾
と
は
地
名
で
、
勾
配
の
緩
や
か
な
山
を
意
味
す
る
。

格
登
山
と
い
う
地
名
は
、
嶺
の
高
い
山
を
意
味
す
る
。

呼
図
壁
と
い
う
語
は
、
北
方
を
意
味
し
、
後
に
地
名
と
な
る
。

塔
勒
納
沁
と
は
地
名
で
、
平
坦
な
土
地
を
意
味
す
る
。

阿
睦
爾
撒
納
と
は
人
名
で
、
本
来
の
ま
ま
安
心
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

種
集
占
と
は
文
語
の
人
名
で
、
真
の
力
を
意
味
す
る
。

黙
穫
爾
喝
順
と
は
地
名
で
、
禿
山
を
意
味
す
る
。

索
果
克
と
は
地
名
で
、
低
い
木
や
小
さ
な
木
が
生
え
て
い
る
所
を
意
味
す
る
。

成
吉
思
汗
と
は
蒙
古
の
帝
王
名
で
、
慶
楽
（
祝
い
喜
ぶ
）
の
二
字
を
意
味
す
る
。

幼
名
は
「
達
木
眞
」
と
い
い
、
天
神
の
意
味
で
あ
る
。

吟
布
図
恰
薩
爾
と
は
成
吉
思
の
弟
の
名
で
、
暗
薩
爾
は
補
佐
の
意
味
で
、
弓
矢
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が
上
手
い
こ
と
か
ら
、
全
て
的
中
と
い
う
意
味
の
暗
布
図
と
い
う
語
を
加
え
た
。

布
格
必
勒
克
図
と
は
人
名
で
、
知
恵
が
あ
り
強
壮
の
意
味
で
あ
る
。

誇
楚
根
と
は
人
名
で
、
単
独
ま
た
は
微
少
を
意
味
す
る
。

達
延
車
臣
汗
と
は
蒙
古
国
王
の
名
で
、
達
延
は
宇
宙
、
車
臣
は
聡
明
を
意
味
す

る
。
達
延
車
臣
汗
は
明
朝
永
楽
年
間
の
蒙
古
国
王
で
あ
る
。

阿
爾
坦
汗
と
は
、
最
古
の
時
代
、
漢
族
の
周
魯
列
国
の
時
、
蒙
古
の
額
魯
特
族

の
国
王
で
、
そ
の
名
阿
爾
坦
汗
と
は
金
帝
を
意
味
す
る
。

博
羅
済
克
特
氏
と
は
、
成
吉
思
汗
の
元
の
姓
で
あ
る
。

済
拉
環
と
は
、
成
吉
思
汗
時
代
の
烏
梁
海
族
の
長
官
の
名
で
、
軍
功
が
多
い
こ

と
か
ら
、
成
吉
思
汗
が
塔
布
嚢
の
職
位
を
与
え
た
。
後
に
済
拉
鶏
の
子
孫
は
、
烏
梁

海
を
姓
に
し
て
、
塔
布
嚢
を
世
襲
し
た
。

黙
窪
爾
烏
拉
と
は
地
名
で
、
山
の
斜
面
ま
た
は
山
頂
を
意
味
す
る
。

恭
博
必
塔
氏
と
は
人
名
で
、
西
藏
経
典
内
の
神
名
の
呼
称
で
あ
る
。

済
農
と
は
官
名
の
呼
称
で
、
最
古
の
蒙
古
語
で
あ
る
。

諾
顔
と
は
官
名
の
一
つ
で
、
長
官
を
意
味
す
る
呼
称
で
あ
る
。

派
喝
木
巴
爾
と
は
人
名
で
、
西
蔵
語
で
は
意
味
が
不
明
で
あ
る
。

阿
奇
木
伯
克
と
は
人
名
で
、
強
力
ま
た
は
屈
強
を
意
味
す
る
。

謨
季
驚
特
と
は
人
名
で
、
日
々
の
平
穏
を
意
味
す
る
。

伊
沙
崎
伯
克
と
は
人
名
で
、
真
の
強
さ
を
意
味
す
る
。

商
伯
克
と
は
人
名
で
、
堅
実
を
意
味
す
る
。

吟
子
伯
と
恰
薩
伯
克
は
同
音
の
人
名
で
、
補
佐
を
意
味
す
る
。

木
特
窪
里
と
は
人
名
で
、
古
代
印
度
語
の
仏
教
が
伝
来
し
て
以
来
、
こ
の
名
を

用
い
る
こ
と
が
多
い
。

巴
済
吉
爾
と
は
人
名
で
、
西
藏
語
で
吉
祥
を
意
味
す
る
。

明
伯
克
と
は
人
名
で
、
千
年
を
意
味
す
る
。

木
蘭
と
い
う
語
は
狩
猟
を
意
味
す
る
。

木
倫
と
は
何
を
意
味
す
る
。

哲
布
尊
丹
巴
と
は
外
蒙
古
卿
嚇
教
の
教
主
の
名
で
、
西
蔵
の
文
語
で
は
北
方
菩

薩
を
意
味
す
る
。

抗
愛
山
と
は
地
名
で
、
長
い
山
川
を
意
味
す
る
。

土
拉
河
と
は
遠
く
繰
る
何
を
意
味
す
る
。

烏
蘭
固
木
と
は
地
名
で
、
赤
い
丘
を
意
味
す
る
。

郭
敦
他
拉
と
は
地
名
で
、
広
野
ま
た
は
草
原
を
意
味
す
る
。

木
素
爾
嶺
と
は
地
名
で
、
水
の
凍
っ
た
斜
面
を
意
味
す
る
。

鋳
爾
漢
と
は
地
名
で
、
林
の
中
の
狭
い
小
道
を
意
味
す
る
。

郭
爾
多
と
い
う
語
は
、
邸
宅
ま
た
は
宮
殿
を
意
味
し
、
皆
そ
の
よ
う
に
称
す
る
。

阿
勒
坦
郭
爾
多
と
は
光
輝
く
邸
宅
を
意
味
す
る
。

蒙
古
包
と
は
蒙
古
の
住
家
屋
の
こ
と
で
、
外
側
を
毛
布
等
を
使
っ
て
包
ん
で
修

造
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
る
。

帖
木
児
と
識
木
眞
、
あ
る
い
は
特
穆
津
と
は
、
皆
人
名
で
あ
る
が
、
時
代
の
違

い
が
あ
り
、
帖
木
児
は
良
い
鉄
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
成
吉
思
汗
の
幼
名
「
鉄
木
眞
」

を
誤
っ
て
「
鐡
木
眞
」
ま
た
は
「
特
穆
津
」
と
書
く
が
、
蒙
古
人
に
は
「
鉄
木
児
」

と
い
う
名
の
者
が
甚
だ
多
峪

達
布
蘇
諾
爾
と
は
地
名
で
、
塩
の
池
を
意
味
す
る
。

喀
噺
烏
蘇
と
は
地
名
で
、
黒
い
水
を
意
味
す
る
。

錫
卿
木
倫
と
は
、
遼
河
ま
た
は
黄
河
の
こ
と
で
あ
る
。

喀
卿
木
倫
と
は
、
轍
江
ま
た
は
黒
龍
江
の
こ
と
で
あ
る
。

察
汗
陀
羅
海
山
と
は
、
白
頭
山
の
こ
と
で
あ
る
。

錫
蜘
烏
蘇
と
は
、
黄
水
泉
の
こ
と
で
あ
る
。

騰
格
里
郭
卿
と
は
、
天
山
の
こ
と
で
あ
る
。

達
頼
諾
爾
と
は
、
海
の
よ
う
な
池
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

坤
都
倫
河
と
は
、
横
何
の
こ
と
で
あ
る
。
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傲
木
倫
と
は
、
大
凌
河
の
こ
と
で
あ
る
。

蒙
古
で
は
地
名
を
呼
び
表
す
時
、
山
・
河
・
水
・
石
・
樹
木
・
嶺
・
野
原
・

池
・
泥
・
道
な
ど
に
分
け
、
皆
五
色
の
名
を
加
え
て
地
名
と
す
る
。

達
布
遜
諾
爾
と
は
、
塩
の
池
を
意
味
す
る
。

巴
顔
諾
爾
と
は
、
豊
か
な
池
を
意
味
す
る
。

錫
巴
爾
台
と
は
泥
水
の
池
を
意
味
す
る
。

薩
拉
斎
と
い
う
語
は
、
分
か
れ
道
と
い
う
意
味
で
、
後
に
地
名
と
な
る
。

恰
魯
蘇
及
び
海
拉
蘇
と
は
、
皆
樹
木
の
名
で
楡
を
意
味
す
る
。

固
爾
班
察
季
と
は
地
名
で
、
三
つ
の
白
頭
山
を
意
味
す
る
。

察
季
和
硯
図
と
は
地
名
で
、
白
鼻
梁
崗
を
意
味
す
る
。

固
爾
班
図
勒
嬉
図
と
は
地
名
で
、
三
つ
の
山
を
意
味
す
る
。

巴
延
蒙
克
と
は
人
名
で
、
福
が
あ
り
隆
盛
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

布
延
と
布
顔
と
い
う
語
は
人
名
で
、
福
を
意
味
す
る
。

額
爾
徳
尼
陀
羅
海
と
は
山
の
名
で
、
宝
頭
山
の
こ
と
で
あ
る
。

察
季
と
は
白
色
で
あ
る
。

暗
噺
及
び
喀
劇
と
は
黒
色
で
あ
る
。

烏
蘭
と
は
紅
で
あ
る
。

苦
克
及
び
庫
克
と
は
青
で
あ
る
。

錫
噺
と
は
黄
で
あ
る
。

博
羅
と
伯
鹿
と
は
紫
色
で
あ
る
。

郭
卿
と
は
山
で
あ
る
。

郭
勒
と
は
河
で
あ
る
。

木
倫
と
は
江
で
あ
る
。

達
頼
と
は
海
で
あ
る
。

諾
爾
と
は
、
池
ま
た
は
水
溜
ま
り
を
意
味
す

布
拉
克
と
布
羅
囑
と
は
、
泉
を
意
味
す
る
。

池
ま
た
は
水
溜
ま
り
を
意
味
す
る
。

託
克
託
と
託
克
図
は
音
も
意
味
も
同
じ
で
、
実
相
を
意
味
す
る
人
名
で
あ
る
。

察
恰
爾
と
は
地
名
で
、
局
以
外
の
者
が
定
め
た
集
ま
る
場
所
を
意
味
す
る
。

回
鵤
と
畏
吾
児
は
音
も
意
味
も
同
じ
で
、
こ
れ
は
民
族
の
名
称
で
あ
る
。

阿
木
郎
と
は
人
名
で
、
安
楽
を
意
味
す
る
。

阿
恰
環
特
と
い
う
語
は
長
男
を
意
味
し
、
蒙
古
語
の
中
で
は
ど
の
族
の
長
男
も

皆
阿
恰
璃
特
と
称
す
る
。

陳
巴
と
は
地
名
で
、
前
の
嶺
を
意
味
す
る
。

巴
拝
と
は
地
名
で
、
朝
日
の
昇
る
地
を
意
味
す
る
。

喝
爾
璃
と
は
人
名
で
、
西
識
語
で
庚
幸
を
意
味
す
る
。

烏
里
雅
蘇
台
と
は
地
名
で
、
楊
樹
の
林
を
意
味
す
る
。

阿
哩
雅
と
は
佛
名
で
、
観
世
音
を
意
味
す
る
。
蒙
古
人
に
は
こ
の
名
が
あ
る
。

阿
爾
薩
蘭
と
は
獣
の
名
で
獅
子
を
意
味
す
る
が
、
蒙
古
人
に
は
こ
の
名
が
甚
だ

多
い
。

策
（
色
）
旺
諾
爾
布
と
は
人
名
で
、
西
蔵
語
で
長
寿
隆
盛
を
意
味
す
る
。

今
、
蒙
古
で
編
纂
さ
れ
た
各
種
の
文
書
を
参
考
し
て
、
｜
部
を
詳
細
に
精
査
す

る
と
、
多
様
な
名
称
の
内
に
は
、
特
に
人
名
に
西
藏
語
が
甚
だ
多
い
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
の
他
に
漢
文
で
書
か
れ
た
蒙
古
に
関
す
る
書
籍
で
あ
っ
て
も
、
字
体
表
記

が
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
様
な
字
体
を
使
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

昔
を
重
ん
じ
、
意
味
を
軽
ん
じ
た
こ
と
か
ら
、
人
名
或
い
は
地
名
に
同
音
が
多
く
、

文
字
だ
け
が
乱
雑
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
文
字
を
書
く
欠
点
が
あ
る
た

め
、
漢
書
で
蒙
古
の
歴
史
や
様
子
を
調
べ
る
こ
と
は
困
難
で
、
そ
の
真
理
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
蒙
古
風
俗
録
と
い
う
書
は
、
敢
え
て
音
と
意
味
の
両
方
を
重
視
し
た
の
で
、

全
読
者
が
蒙
古
地
方
の
各
種
の
名
目
の
由
来
や
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔｛工〕
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