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琉球大学教育学部紀要第53集Ｉ

こ
の
民
族
は
古
代
か
ら
円
頂
形
の
家
屋
に
住
ん
で
い
た
。
｜
番
初
め
に
は
樹
木
を

囲
み
、
木
の
枝
と
草
で
編
ん
だ
空
間
を
作
り
、
た
だ
一
つ
の
入
口
を
残
し
て
出
入
り

に
使
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
人
が
住
ん
で
い
た
が
、
後
に
知
識
の
進
歩
に

従
い
、
原
野
の
洞
窟
や
高
い
丘
陵
地
に
穴
を
掘
っ
た
り
し
て
、
移
住
し
な
が
ら
様
念

な
洞
窟
に
住
ん
で
い
た
。
あ
る
人
は
生
ま
れ
つ
き
の
聡
明
さ
か
ら
、
自
分
で
大
き
さ

を
決
め
て
う
ま
く
部
屋
を
造
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
人
は
「
希
里
瓦
」
と
言
わ
れ

た
。
ど
こ
か
ら
来
た
か
の
か
分
か
ら
ず
、
西
蔵
人
で
あ
る
と
か
本
族
人
で
あ
る
な
ど

様
点
に
言
わ
れ
て
い
た
。
希
里
瓦
は
自
分
の
身
体
を
基
準
に
し
て
、
寸
尺
を
決
め
た
。

頭
の
形
が
丸
で
、
肩
は
方
形
、
二
つ
の
目
の
繋
ぎ
は
線
と
す
る
。
手
の
中
指
の
長
さ

が
寸
で
、
肘
か
ら
指
先
ま
で
の
長
さ
は
尺
。
そ
し
て
手
足
を
延
ば
す
時
の
形
を
方
円

と
し
た
。
頭
と
肩
の
形
を
基
本
型
と
し
、
顔
の
真
ん
中
を
通
る
鼻
の
線
を
四
角
形
の

中
心
線
と
す
る
。
部
屋
を
作
る
と
き
も
身
体
と
の
比
例
で
建
て
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
査

が
使
用
す
る
た
め
に
、
寸
尺
や
定
規
な
ど
を
残
し
た
。
人
公
は
希
里
瓦
の
方
法
に
習
っ

て
部
屋
を
造
り
、
そ
こ
か
ら
蒙
古
の
円
頂
家
屋
が
出
現
し
た
。

漢
族
の
周
の
時
代
、
現
在
の
青
海
省
西
寧
地
方
に
、
こ
の
民
族
が
居
住
し
て
牛
や

馬
な
ど
の
牧
畜
を
し
、
隆
盛
な
時
期
が
あ
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
人
が
円
頂
家
屋
の
造

り
方
を
習
い
、
非
常
に
好
ん
で
住
ん
で
い
た
。
ほ
か
の
民
族
は
こ
の
円
頂
家
屋
の
便
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利
さ
を
見
て
羨
ま
し
く
思
い
、
造
る
人
を
わ
ざ
わ
ざ
招
い
た
。
入
念
は
た
い
へ
ん
彼

ら
を
尊
重
し
て
、
真
意
を
持
っ
て
つ
き
合
い
、
彼
ら
を
「
達
爾
早
」
と
呼
ん
だ
。
達

爾
季
の
意
味
は
長
者
あ
る
い
は
職
人
で
、
菅
達
爾
牢
と
呼
ぶ
の
は
一
番
の
尊
敬
語
で

あ
っ
た
。

家
屋
を
造
れ
る
人
間
は
少
な
く
、
達
爾
牢
は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
か
ら
、
長
官
と

同
じ
よ
う
な
尊
称
を
与
え
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
家
屋
で
使
う
家
具
な
ど
を
作
る
人

も
同
様
に
連
雨
季
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
達
爾
竿
を
招
い
て
家
屋
を
造
っ
て
も
ら
う
が
、

完
成
し
た
時
に
は
金
銭
は
払
わ
ず
、
御
礼
と
し
て
馬
や
牛
、
羊
を
贈
る
。
感
謝
の
気

持
ち
が
一
番
重
要
で
、
物
の
価
値
は
論
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
は
今
日
の
蒙
古

で
も
残
っ
て
い
る
所
は
あ
る
。
家
を
造
る
人
は
身
体
の
骨
の
構
造
を
真
似
し
、
木
の

枝
を
繋
げ
て
家
を
建
て
、
入
念
は
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

鳥
胡
児
察
国
の
国
王
阿
爾
吉
季
の
時
、
漢
族
の
東
漢
と
西
漢
が
交
代
し
た
時
で
あ

る
が
、
た
く
さ
ん
の
職
人
が
蒙
古
に
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
大
工
や
鉄
器
・
銀
器
の

職
人
は
綺
麗
な
器
具
を
作
り
、
王
室
の
造
り
も
工
夫
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
と

て
も
美
し
い
材
料
を
選
ん
で
正
室
に
使
い
、
四
つ
の
柱
と
十
二
の
柵
板
で
壁
を
造
り
、

天
井
に
は
八
つ
の
開
口
が
あ
り
、
覆
い
が
施
さ
れ
る
。
木
材
は
す
べ
て
柳
の
木
を
使

い
、
太
さ
は
一
寸
で
、
長
さ
は
七
尺
で
あ
る
。
一
面
の
柵
は
広
さ
二
丈
五
が
あ
り
、

高
さ
が
一
丈
三
が
あ
る
。
家
の
完
成
し
た
形
は
円
形
で
、
扉
が
あ
っ
て
窓
は
な
い
。

天
井
に
は
八
つ
の
開
口
が
あ
っ
て
窓
と
な
る
が
、
煙
突
が
中
央
に
あ
り
、
す
べ
て
絹
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な
ど
の
物
で
被
い
、
外
か
ら
皮
の
絨
毯
で
覆
い
被
せ
る
。
麻
の
糸
を
縄
の
よ
う
に
使

い
、
釘
や
釣
に
銅
・
鉄
・
金
・
銀
な
ど
最
高
の
材
料
を
使
う
。
す
べ
て
最
善
に
す
る

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
蒙
古
式
家
屋
の
費
用
は
十
数
万
両
の
銀
が
か
か
る
。

人
公
は
国
王
の
た
め
特
別
に
十
数
万
両
の
銀
を
か
け
て
宮
殿
を
造
る
。
そ
れ
は
丹

念
に
良
い
材
料
を
選
び
、
真
っ
直
ぐ
で
傷
の
な
い
木
を
使
い
丁
寧
に
造
る
た
め
、
簡

単
に
は
で
き
な
い
。
人
☆
は
喜
ん
で
時
間
を
か
け
る
が
、
い
わ
ば
義
務
で
こ
の
よ
う

な
宮
殿
を
造
る
わ
け
で
あ
る
。
国
王
は
こ
の
よ
う
な
宮
殿
を
八
つ
使
用
し
、
こ
の
ほ

か
に
王
侯
も
三
つ
使
う
。
い
ず
れ
も
定
め
ら
れ
た
例
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
宮
殿
に
は
三
つ
の
等
級
が
あ
る
。
｜
等
の
広
さ
は
柵
面

が
十
二
で
、
二
等
は
八
で
、
一
一
一
等
は
六
で
あ
る
。
人
台
が
普
通
に
住
む
家
に
つ
い
て

は
こ
の
よ
う
な
大
小
の
規
定
は
な
い
。
一
番
悪
い
家
は
、
材
料
に
は
柳
の
枝
を
使
う

が
、
垣
根
を
作
る
よ
う
な
も
の
で
、
同
じ
円
形
の
も
の
を
作
る
が
、
あ
ま
り
広
く
は

な
く
、
柳
の
枝
を
編
ん
で
か
ら
牛
の
糞
を
内
と
外
か
ら
両
面
に
張
り
付
け
て
、
太
陽

に
あ
て
、
風
で
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
入
居
す
る
。
国
王
の
大
き
な
宮
殿
を
真
似
し
て
窓

を
作
ら
ず
、
扉
し
か
な
く
、
天
井
に
煙
突
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
が
大
多
数
で
あ

る
が
、
一
般
に
は
下
等
の
住
民
が
一
番
多
い
か
ら
で
あ
る
。

よ
そ
の
人
は
事
情
が
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
蒙
古
で
は
家
を
見
た
ら
上
・
中
・
下

の
等
級
が
す
ぐ
分
か
る
。
上
等
な
家
は
王
侯
と
旗
主
の
住
む
家
で
あ
り
、
遠
く
か
ら

見
れ
ば
円
形
の
塔
の
よ
う
で
、
ま
た
白
い
円
球
の
よ
う
に
見
え
る
。
通
常
こ
の
よ
う

な
宮
殿
で
は
、
牧
畜
の
季
節
に
は
兵
営
も
一
緒
に
移
動
す
る
が
、
移
住
す
る
の
も
簡

単
で
、
宮
殿
の
柵
面
や
覆
い
物
、
家
具
が
全
て
揃
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
移
動
す
る

と
き
に
解
体
し
、
ま
た
す
ぐ
に
建
て
ら
れ
る
。
非
常
に
便
利
で
あ
る
。

蒙
古
の
家
の
な
か
で
は
し
き
た
り
が
あ
る
。
出
入
り
や
座
る
場
所
な
ど
は
決
め
ら

れ
た
所
が
あ
り
、
や
た
ら
に
出
入
り
し
た
り
座
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。

こ
の
規
則
は
最
も
厳
し
い
。

部
屋
の
右
側
が
上
位
で
あ
り
、
左
側
は
中
位
で
あ
り
、
そ
こ
が
客
の
座
る
場
所
で

あ
る
。
寝
台
は
正
位
に
あ
る
。
部
屋
の
中
央
に
は
竃
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
座
席
が

あ
る
。
主
人
が
外
出
す
る
と
き
、
妻
や
女
た
ち
は
左
の
座
席
に
座
っ
て
は
い
け
な
い

が
、
長
男
た
ち
は
そ
こ
に
座
っ
て
も
構
わ
な
い
。
外
か
ら
部
屋
に
入
る
時
、
左
か
ら

簾
の
入
口
よ
り
入
り
、
挨
拶
し
て
礼
を
済
ま
せ
て
か
ら
左
の
座
席
に
座
る
。
家
人
も

客
も
左
の
入
ロ
か
ら
中
に
入
る
の
は
規
則
で
、
右
か
ら
の
出
入
り
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
規
則
は
民
族
全
て
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
民
族
は
元
の
時
代
に
や
っ
と
瓦
で
廟
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
大
多
数
の
所
で

は
瓦
で
家
屋
を
作
る
習
慣
は
な
か
っ
た
。
廟
も
形
は
西
蔵
の
も
の
を
模
倣
し
た
。
明

の
時
代
に
な
っ
て
、
蒙
古
は
万
里
の
長
城
あ
た
り
ま
で
後
退
し
、
漢
族
の
や
り
方
を

習
っ
て
瓦
で
家
屋
を
建
て
て
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
蒙
古
の
内
地
に
何
力
所
か

の
城
が
あ
る
が
、
蒙
古
人
は
常
に
移
動
す
る
牧
畜
生
活
に
向
か
な
い
た
め
に
、
瓦
の

家
屋
を
好
ま
な
い
。
そ
れ
故
に
人
点
は
大
き
な
瓦
の
家
屋
を
作
る
習
俗
が
な
い
の
で

あ
る
。

清
の
康
煕
年
間
か
ら
佛
教
が
隆
盛
に
な
り
、
蒙
古
の
各
旗
で
劇
啼
廟
を
た
く
さ
ん

建
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
竃
を
造
っ
て
瓦
を
焼
く
こ
と
が

流
行
し
て
き
た
。
蒙
古
で
は
そ
の
時
か
ら
瓦
の
家
屋
を
造
り
始
め
た
。
満
洲
皇
室
の

公
主
及
び
王
侯
の
娘
閣
閣
が
蒙
古
人
の
王
侯
の
妃
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
洲
の

姫
が
嫁
い
だ
旗
は
全
て
瓦
を
使
っ
て
家
屋
や
官
庁
な
ど
を
作
っ
た
。
昔
、
蒙
古
で
公

の
事
務
は
全
て
円
頂
形
の
蒙
古
式
家
屋
の
中
で
処
理
さ
れ
た
が
、
清
朝
以
来
、
漢
族

と
満
洲
の
様
式
を
習
い
家
な
ど
を
全
て
建
て
替
え
て
、
瓦
の
家
屋
を
造
っ
て
居
住
す

る
よ
う
に
し
た
。
後
に
蒙
古
で
は
耕
地
を
開
墾
す
る
風
が
広
が
り
、
入
念
は
家
を
建

て
て
漢
族
の
し
き
た
り
に
変
化
を
加
え
た
た
め
、
現
在
様
念
な
家
が
あ
る
。

蒙
古
の
開
墾
し
て
い
な
い
旗
で
は
、
や
は
り
古
い
習
慣
を
守
り
続
け
て
、
牧
畜
の

季
節
に
従
っ
て
移
住
し
、
家
屋
も
円
頂
形
の
蒙
古
式
で
、
現
在
ま
で
続
い
た
。
庫
倫

克
爾
克
地
方
に
は
た
く
さ
ん
の
古
代
円
頂
形
式
の
家
屋
が
残
さ
れ
て
い
る
。

古
代
に
は
、
こ
の
民
族
の
人
は
牧
畜
を
生
業
と
し
た
た
め
、
随
時
移
住
す
る
習
慣
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が
あ
り
、
長
官
も
武
術
の
高
い
人
を
好
む
。
ま
た
財
産
を
守
り
、
家
畜
を
失
わ
な
い

た
め
に
、
人
々
は
馬
術
と
弓
矢
の
練
習
を
重
ん
じ
た
。
そ
れ
故
に
居
住
す
る
家
屋
は

ひ
た
す
ら
天
蓋
を
使
用
し
、
昔
か
ら
瓦
の
家
屋
を
作
ら
な
い
の
も
こ
の
原
因
に
よ
る
。

蒙
古
式
の
家
は
引
っ
越
し
す
る
時
に
非
常
に
便
利
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
円
頂

形
の
家
屋
は
今
で
も
入
念
に
大
事
に
さ
れ
て
い
る
。

古
代
に
は
、
こ
の
民
族
は
樹
木
の
皮
を
衣
服
に
し
た
。
後
に
麻
で
生
地
を
編
ん
で
、

そ
れ
を
体
に
纏
っ
た
。
印
度
で
は
上
級
階
層
の
人
は
、
襟
の
大
き
な
ゆ
っ
た
り
と
し

た
服
を
着
る
が
、
こ
の
よ
う
な
服
を
普
通
の
人
が
着
て
は
な
ら
な
い
。
釈
迦
が
世
に

現
れ
、
入
念
の
知
恵
を
開
い
て
、
衣
服
を
着
用
す
る
よ
う
に
決
め
た
の
が
き
っ
か
け

で
、
体
に
合
わ
せ
て
襟
や
袖
を
作
る
こ
と
も
で
き
た
。
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
質

で
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
が
あ
る
し
、
寒
い
時
に
は
馬
や
鹿
な
ど
の
獣
を
捕
え
て
、
そ
の

皮
で
服
を
作
る
人
が
い
た
。
そ
れ
が
狩
猟
の
始
ま
り
で
あ
る
。
人
食
は
互
い
に
真
似

を
し
て
行
動
も
服
装
も
大
い
に
変
わ
っ
た
。

女
性
は
昔
、
腰
あ
た
り
を
布
で
巻
い
た
だ
け
で
、
上
身
の
服
も
腰
衣
も
な
か
っ
た
。

男
性
は
寒
い
時
に
は
獣
の
皮
を
着
て
、
暑
い
と
き
は
蒲
草
で
編
ん
だ
服
を
着
て
い
た
。

若
干
の
時
代
を
過
ぎ
て
、
印
度
の
麻
葛
達
地
方
で
布
が
流
行
り
は
じ
め
、
人
☆
の
衣

服
も
変
わ
っ
た
。
獣
の
毛
で
生
地
を
作
り
、
カ
シ
ミ
ヤ
や
鹿
の
皮
で
服
を
作
る
よ
う

に
な
っ
た
。
周
朝
の
武
王
の
時
代
に
、
綿
で
布
を
織
る
方
法
が
発
明
さ
れ
、
様
々
な

布
の
服
や
絹
の
服
が
作
ら
れ
始
め
た
。
商
人
は
周
朝
の
作
っ
た
綿
や
絹
な
ど
を
西
蔵
、

青
海
、
蒙
古
に
運
び
、
馬
や
牛
と
交
換
し
貿
易
が
発
達
し
て
き
た
。
そ
う
し
て
人
点

は
い
つ
も
服
装
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
商
人
は
西
域
で
羅

紗
や
カ
シ
ミ
ヤ
、
毛
布
の
製
造
法
を
発
明
し
て
、
そ
れ
を
作
っ
て
周
国
で
販
売
し
た
。

そ
の
た
め
に
行
商
販
売
の
た
め
の
も
の
が
作
ら
れ
、
そ
れ
は
全
国
の
交
通
の
始
ま
り

で
あ
っ
た
。
印
度
の
布
、
西
藏
の
毛
布
と
支
那
周
国
の
絹
が
蒙
古
専
用
に
売
り
出
さ

れ
、
上
級
階
層
の
者
は
異
国
の
生
地
で
作
ら
れ
た
服
を
着
る
よ
う
に
な
り
、
中
級
以

下
の
者
は
や
は
り
獣
の
皮
を
使
っ
た
服
を
着
て
い
た
。
上
級
階
層
以
外
の
人
は
絹
な

ど
を
使
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蒙
古
で
は
古
代
か
ら
し
き
た
り
が
あ
り
、

服
は
官
用
と
民
用
、
文
人
用
と
武
人
用
に
分
け
ら
れ
た
。
家
の
中
に
武
人
が
い
れ
ば
、

妻
と
子
供
の
服
も
全
て
武
人
用
に
な
り
、
甲
冑
を
使
っ
て
、
平
日
で
も
武
人
の
着
装

で
あ
っ
た
。
文
官
の
家
で
は
大
き
な
襟
の
長
袖
の
前
釦
式
の
服
を
着
て
い
た
。
但
し

四
季
の
服
装
と
い
う
の
は
な
く
、
春
と
冬
の
服
装
し
か
な
か
っ
た
。

中
国
東
周
の
時
代
、
蒙
古
烏
胡
爾
察
国
の
国
王
阿
爾
吉
早
の
時
、
蒙
古
は
と
て
も

裕
福
で
、
王
侯
夫
人
の
着
た
服
は
一
着
で
万
両
銀
余
り
に
相
当
し
た
。
な
ぜ
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
高
価
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
服
の
生
地
は
蘇
州
の
絹
、
金
の
糸
が
入
っ
た

絹
、
真
珠
と
玉
の
釦
を
使
い
、
襟
と
袖
に
雲
の
模
様
を
刺
繍
で
入
れ
る
。
冬
の
厚
物

だ
と
、
詔
の
毛
皮
、
天
馬
、
銀
鼠
、
灰
色
の
鼠
な
ど
の
細
い
毛
を
使
う
た
め
、
一
着

で
ど
う
し
て
も
一
万
両
銀
以
上
か
か
る
。
そ
の
た
め
、
蒙
古
の
上
級
階
層
の
夫
人
の

服
は
非
常
に
高
い
。
現
在
の
外
蒙
古
大
庫
倫
の
王
侯
夫
人
の
中
に
は
ま
だ
こ
の
よ
う

な
服
を
着
る
者
も
あ
る
が
、
ほ
か
の
旗
の
蒙
古
王
侯
に
は
必
ず
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
服
に
も
一
等
、
二
等
、
三
等
の
分
別
が
あ
り
、
価
格
は
そ
れ
ぞ
れ
一
万

両
、
五
千
両
、
一
一
、
三
千
両
で
あ
る
。

古
代
の
服
装
の
様
式
を
言
え
ば
、
武
人
の
家
で
は
男
女
の
区
別
が
な
く
、
全
て
甲

冑
の
よ
う
で
あ
る
。
襟
が
大
き
く
、
袖
が
長
い
。
両
肩
に
翅
あ
し
ら
い
、
袖
ロ
に
は

馬
の
蹄
の
よ
う
な
模
様
を
入
れ
る
。
腰
に
は
帯
を
締
め
る
。
そ
の
す
べ
て
に
明
る
い

色
を
使
う
。
現
在
、
蒙
古
克
爾
克
地
方
で
は
今
も
同
じ
よ
う
な
服
を
着
て
い
る
。
官

吏
以
外
の
人
は
軍
服
を
着
て
は
い
け
な
い
。
中
国
の
唐
明
の
皇
帝
の
時
、
西
蔵
の
蘇

隆
賛
堪
布
早
の
時
代
に
は
、
蒙
古
の
厄
魯
特
国
と
烏
胡
爾
察
国
は
唐
と
西
蔵
の
貿
易

の
中
継
所
で
あ
っ
た
。
故
に
そ
こ
で
は
様
念
な
絹
・
布
・
絹
な
ど
の
生
地
、
針
・
鋏

な
ど
の
道
具
と
帯
な
ど
の
外
来
品
を
使
っ
た
。
蒙
古
は
元
来
格
物
の
学
問
が
な
く
、

牛
や
羊
な
ど
の
他
に
産
物
が
な
か
っ
た
。
元
朝
、
浩
伯
来
季
の
時
、
蒙
古
人
は
漢
族

の
絹
な
ど
を
生
地
に
使
っ
て
服
に
作
る
こ
と
を
好
み
、
｜
時
の
流
行
で
人
々
は
み
な

そ
れ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
な
っ
て
蒙
古
人
は
そ
れ
に
不
満
を
抱
い
た
。
絹
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な
ど
は
丈
夫
で
は
な
い
か
ら
、
馬
に
乗
っ
た
り
す
る
に
は
不
便
で
あ
る
。
外
出
着
と

し
て
も
使
っ
た
が
、
蒙
古
人
の
体
に
は
合
わ
な
い
。
そ
の
た
め
蒙
古
で
は
絹
の
服
は

到
底
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

蒙
古
の
元
来
の
風
習
で
は
、
服
装
は
丈
夫
な
物
を
一
番
好
み
、
綺
麗
に
作
ら
れ
て

い
る
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
問
題
に
し
な
い
。
明
の
時
代
に
も
蒙
古
人
の
服
は
古
い
様

式
で
あ
っ
た
。
清
の
時
代
に
な
っ
て
満
洲
人
が
北
京
に
入
り
、
風
習
が
大
き
く
変
わ

り
、
食
事
や
服
装
な
ど
、
漢
族
を
見
習
い
だ
ん
だ
ん
と
身
に
付
い
た
。
そ
の
た
め
、

北
京
風
と
い
う
特
別
な
習
俗
が
生
ま
れ
、
見
栄
を
重
ん
じ
て
、
人
合
は
そ
れ
に
飛
び

つ
い
た
。
北
京
城
の
人
は
満
洲
風
の
着
装
を
真
似
し
、
そ
れ
が
非
常
に
流
行
っ
た
。

そ
し
て
蒙
古
の
各
旗
で
は
満
洲
の
姫
を
嫁
に
迎
え
て
か
ら
こ
の
風
習
に
染
ま
り
、
住

居
と
服
装
を
満
洲
式
に
し
、
も
と
の
伝
統
的
な
風
習
を
忘
れ
た
。
蒙
古
の
う
ち
六
盟

の
男
女
の
服
装
の
様
式
は
、
皆
北
京
の
流
行
を
追
い
、
内
蒙
古
人
の
服
装
は
非
常
に

繁
雑
で
あ
っ
た
。
民
国
以
来
、
こ
の
状
況
は
も
っ
と
ひ
ど
く
な
り
、
各
旗
は
開
墾
の

た
め
人
口
を
移
住
さ
せ
、
蒙
古
の
風
習
は
破
壊
さ
れ
、
混
乱
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
雑
居
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
蒙
・
漢
の
服
を
任
意
に
着
る
よ
う
に
な

り
、
内
蒙
古
の
各
地
方
で
は
、
風
習
の
豪
・
漢
の
分
別
が
困
難
に
な
っ
た
。
今
は
民

国
七
年
で
、
蒙
古
の
風
習
を
調
べ
て
み
る
と
、
外
蒙
古
の
克
爾
克
地
方
の
各
旗
の
官

民
は
今
で
も
昔
風
の
服
装
を
し
て
い
る
。
軍
服
の
様
式
や
靴
、
帽
子
は
す
べ
て
旧
式

で
あ
っ
た
。

蒙
古
で
は
昔
、
下
駄
の
よ
う
な
木
で
作
ら
れ
た
靴
を
履
い
て
い
た
。
革
靴
の
値
段

は
数
百
両
銀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
革
靴
は
真
珠
、
金
な
ど
を
生
地
に
あ
し
ら
い
、

さ
ら
に
刺
繍
を
入
れ
る
か
ら
非
常
に
高
く
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
蒙
古
の
王
侯
夫
人
は

こ
の
よ
う
な
鹿
皮
に
真
珠
を
あ
し
ら
っ
た
靴
を
最
も
愛
用
し
た
の
で
あ
る
。

昔
か
ら
蒙
古
人
の
使
っ
て
き
た
器
具
は
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。
古

い
時
代
に
は
樹
木
の
皮
で
椀
を
作
っ
て
い
た
が
、
後
に
は
木
横
で
椀
を
多
く
作
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
他
に
も
色
念
な
大
き
さ
の
椀
や
皿
な
ど
の
木
製
食
器
が
あ
り
、

机
や
椅
子
、
戸
棚
、
箱
な
ど
も
作
ら
れ
た
。
次
第
に
石
製
の
ナ
ペ
や
碗
も
増
え
、
鉄

製
の
鍋
も
出
来
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
器
具
の
ほ
と
ん
ど
を
印
度
鍋
、
西
蔵
鍋
と
呼

び
、
種
類
も
増
え
た
。
さ
ら
に
銅
製
の
鍋
も
出
現
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
器
具
は
西
蔵

の
蘇
隆
賛
堪
布
国
王
の
時
代
か
ら
で
、
そ
の
時
に
銅
製
の
鍋
や
鋤
、
鋏
、
鏡
な
ど
が

流
行
し
、
中
で
も
黄
銅
製
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
代
の
家
庭

用
器
具
は
ほ
と
ん
ど
が
木
、
鉄
、
銅
で
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
銅
製
の
壷
、

鉄
製
の
鍋
、
木
製
の
椀
を
持
つ
家
庭
を
富
裕
な
家
と
み
な
し
た
。
蒙
古
人
は
昔
か
ら

木
製
の
椀
を
重
ん
じ
て
き
た
の
で
、
今
も
木
椀
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
人
家
族

で
あ
ろ
う
と
も
各
人
一
つ
ず
つ
の
椀
と
箸
を
持
ち
、
食
事
を
す
る
時
に
は
自
分
の
椀

を
持
っ
て
き
て
、
食
べ
終
わ
る
と
そ
れ
を
自
分
で
保
管
す
る
。
こ
の
よ
う
な
習
慣
が

あ
る
の
で
蒙
古
地
方
を
旅
す
る
人
は
自
分
で
椀
を
持
参
し
て
い
な
い
と
、
食
事
の
時

一
緒
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
他
の
誰
か
が
食
べ
終
わ
っ
て
か
ら
椀
を
借
り
て
使

う
こ
と
に
な
る
。
特
に
宴
会
な
ど
の
場
合
は
必
ず
自
分
の
椀
と
箸
を
持
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
蒙
古
人
は
誰
も
が
自
分
の
椀
と
箸
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

椀
や
箸
を
持
た
な
い
人
は
、
食
べ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
命
を
大
切
に
し
な
い
、
身
体

に
気
を
つ
け
な
い
人
間
と
し
て
潮
笑
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
蒙
古
人
は
子
供
が
生
ま
れ
て
、

一
年
目
の
誕
生
日
の
記
念
に
子
供
用
の
椀
と
箸
を
選
び
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
風
俗

が
あ
る
た
め
、
農
耕
を
し
な
い
蒙
古
地
方
の
家
庭
で
は
、
今
で
も
一
人
一
人
が
椀
と

箸
と
蒙
古
刀
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蒙
古
人
の
持
つ
立
派
な
椀
に
は
金
や
銀
を

〔
付
録
資
料
》
『
蒙
古
風
俗
墨
』
和
訳
〕

第
三
章
使
用
器
具
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散
り
ぱ
め
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
価
値
は
百
両
銀
子
の
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
裕
福

な
人
達
は
皆
、
で
き
る
だ
け
自
分
の
椀
や
箸
、
刀
を
良
い
鉄
や
金
で
立
派
に
作
り
大

事
に
す
る
。
箸
を
象
牙
で
作
っ
た
り
、
鞘
を
金
で
作
っ
た
蒙
古
刀
は
二
、
三
百
両
の

銀
子
に
も
な
る
。

昔
か
ら
使
い
慣
れ
た
椀
で
あ
る
が
、
後
に
蒙
古
人
が
軍
事
を
重
ん
じ
た
頃
か
ら
、

鉄
や
銅
の
器
具
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
始
め
た
。
成
吉
思
季
の
時
代
か
ら
、
蒙
古
軍
は

世
界
中
へ
進
出
す
る
度
に
、
い
ろ
い
ろ
な
器
具
を
蒙
古
地
方
へ
持
ち
か
え
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
丈
夫
な
も
の
を
選
ん
で
使
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
蒙
古
人
の

住
居
は
狭
く
、
余
り
多
く
の
も
の
を
置
く
場
所
が
な
い
。
そ
し
て
遊
牧
に
よ
る
移
動

を
行
う
時
に
割
れ
物
や
壊
れ
や
す
い
物
は
、
大
変
問
題
と
な
る
の
で
磁
器
製
の
碗
や

大
皿
は
多
く
な
い
。
後
に
定
住
式
の
家
を
建
て
始
め
、
磁
器
製
の
碗
や
大
皿
が
流
行

り
、
挽
き
臼
や
瓶
、
巻
き
上
げ
機
、
筋
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
器
具
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
以
前
の
蒙
古
地
方
に
は
器
具
は
少
な
か
っ
た
が
、
軍
隊
用
の
も
の
は

か
な
り
あ
っ
た
。
農
具
は
ほ
と
ん
ど
漢
人
が
持
っ
て
き
た
物
で
あ
る
が
、
金
槌
や
手

臼
な
ど
は
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
で
も
農
耕
を
行
わ
な
い
地
方
で
は
磁
器

は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
軍
人
が
使
う
鞍
で
金
や
銀
を
散
り
ば
め
た
も
の
は
、
何
千
両
と
い
う
価
値

の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
蒙
古
人
が
使
用
し
て
き
た
器
具
は
軍
事
的
な
伝
統
の
中
で
使

用
さ
れ
て
き
た
物
が
多
い
。
器
具
の
中
で
一
番
高
い
物
は
や
は
り
鞍
で
、
次
は
甲
冑
、

蒙
古
刀
、
そ
し
て
碗
と
続
く
。
昔
の
甲
冑
類
は
少
な
く
、
今
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
役

人
な
ど
は
、
先
祖
の
遺
言
に
よ
り
遺
物
と
し
て
保
存
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は

漠
式
の
用
具
も
多
い
。

現
在
の
蒙
古
人
の
生
活
様
式
に
は
二
通
り
が
あ
る
。
牧
畜
を
営
ん
で
い
る
所
は
皆

昔
な
が
ら
の
器
具
を
使
い
、
磁
器
は
少
な
く
、
依
然
と
し
て
木
製
の
器
具
が
多
い
。

そ
し
て
農
業
を
営
ん
で
い
る
所
で
は
漢
人
と
基
本
的
に
似
た
風
俗
で
あ
り
、
磁
器
が

増
え
て
い
る
。
家
庭
用
の
器
具
も
木
製
が
少
な
く
な
り
、
昔
な
が
ら
の
銅
製
の
器
具

ア
ル
パ
イ

昔
か
た
つ
蒙
古
人
は
、
裸
麦
を
臼
で
挽
き
粉
に
し
て
食
べ
て
い
た
。
ま
た
、
オ
ュ
ル
・

ス
ー
ン
チ
ェ

ア
ム
を
ノ
ャ
ン
シ
ン
と
も
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
高
梁
の
こ
し
」
で
あ
る
。
乳
茶
は
乳
と
梨

の
木
の
葉
を
煎
じ
た
茶
を
混
ぜ
て
作
る
も
の
で
、
古
く
か
ら
好
ん
で
飲
ま
れ
た
。
そ

の
ほ
か
に
は
ホ
ノ
グ
・
ア
ム
を
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
〔
蒙
古
米
〕
と
呼
び
、
ま
た
ザ
ガ

ク
と
呼
ば
れ
る
蕎
麦
粉
も
食
べ
た
。
た
だ
常
食
と
し
て
い
つ
も
食
べ
る
も
の
は
、
モ

ン
ゴ
ル
・
ア
ム
で
あ
る
。
そ
の
作
り
方
は
籾
殻
の
つ
い
た
ま
ま
の
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム

を
一
度
湯
で
軽
く
煮
る
。
そ
の
後
、
細
か
い
砂
を
鍋
に
入
れ
て
熱
し
、
砂
が
真
っ
赤

に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
煮
た
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
を
入
れ
る
。
ピ
チ
パ
チ
と
い
う
弾
け
る

音
が
出
る
ま
で
妙
め
る
。
妙
め
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
を
臼
で
挽
い
た
も
の
を
ホ

ル
ス
ン
・
ア
ム
〔
妙
米
〕
と
言
う
が
、
そ
れ
を
日
常
の
食
物
と
し
、
大
切
に
食
べ
て

い
た
。
今
で
も
蒙
古
地
方
で
は
ホ
ル
ス
ン
・
ア
ム
や
ホ
ー
レ
・
バ
ク
を
よ
く
食
べ
る
。

こ
の
ホ
ー
ラ
イ
・
ア
ム
〔
乾
燥
し
た
蒙
古
米
〕
が
あ
る
た
め
、
蒙
古
人
は
茶
を
重
ん

じ
、
毎
朝
茶
を
煮
て
、
乳
茶
を
作
る
。
そ
し
て
椀
に
半
分
く
ら
い
の
ホ
ー
ラ
イ
・
ア

ム
に
乳
茶
を
注
ぎ
飲
む
。
大
人
も
子
供
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
食
べ
る
分
だ
け
ホ
ー
ラ

イ
・
ア
ム
を
入
れ
、
乳
茶
を
飲
み
、
こ
れ
を
食
事
代
わ
り
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

毎
年
七
月
に
な
る
と
蒙
古
地
方
に
あ
る
梨
の
葉
や
榛
の
葉
を
採
集
し
、
ど
ち
ら
も
茶

も
減
っ
て
き
て
い
る
。
蒙
古
人
は
茶
を
重
視
す
る
の
で
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
紫
色
と

黄
色
の
銅
製
茶
壷
が
あ
る
。
元
来
蒙
古
人
の
家
庭
に
は
銅
製
の
器
具
が
多
か
っ
た
。

鴨
の
鱈
を
象
っ
た
茶
壷
、
酒
壷
、
鍋
、
洗
面
器
、
鉢
、
鋤
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
銅
製
の

器
具
を
使
用
し
て
い
た
。
今
は
新
し
い
器
具
が
流
行
し
た
た
め
に
、
昔
か
ら
伝
わ
る

貴
重
な
器
具
は
少
な
く
な
っ
た
。
現
在
の
蒙
古
地
方
の
器
具
は
古
い
物
と
新
し
い
物

が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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辻：羅布桑却丹著『蒙古風俗録』（二）
に
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
粟
を
挽
い
て
粉
に
し
食
べ
る
が
、
蒙
古
人
の
伝
統
的
な
食

物
は
、
茶
を
は
じ
め
と
し
て
、
裸
麦
や
サ
ク
ゴ
リ
ル
〔
蕎
麦
の
粉
〕
、
そ
し
て
ホ
ー

ラ
イ
・
ア
ム
な
ど
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
麦
粉
や
米
が
入
っ
て
く
る
が
、
い
ず
れ
も

蒙
古
地
方
で
産
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
蒙
古
人
も
重
要
視
し
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
習
慣
が
あ
る
た
め
に
、
今
で
も
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
を
重
要
視
す
る

の
は
本
当
の
蒙
古
地
方
だ
け
で
あ
る
。

清
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
漢
人
を
蒙
古
地
方
へ
移
住
さ
せ
、
各
種
の
米
や
豆
な

ど
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
農
耕
を
中
心
と
し
た
社
会
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
も

五
穀
の
種
は
充
分
に
あ
る
。
し
か
し
農
耕
を
し
な
い
蒙
古
地
方
で
は
依
然
と
し
て
昔

な
が
ら
の
習
慣
に
従
っ
て
、
乳
茶
と
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
、
蕎
麦
粉
を
主
に
食
べ
る
。

食
材
で
は
牛
と
羊
の
肉
を
重
ん
じ
、
他
に
野
菜
な
ど
は
一
切
な
か
っ
た
。
農
耕
社
会

で
あ
れ
ば
、
食
材
も
豊
富
で
、
野
菜
も
多
い
。
果
物
で
は
梨
や
桃
な
ど
が
あ
る
。
蒙

古
人
自
身
が
農
耕
を
始
め
た
の
は
、
清
朝
の
康
煕
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

は
農
耕
を
知
ら
な
か
っ
た
。
蒙
古
人
は
牧
畜
に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
農

耕
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
蒙
古
料
理
に
は
野
菜
料
理
は
少
な

い
。
野
菜
の
類
で
は
葱
や
韮
、
牧
馬
豆
な
ど
、
幾
つ
か
の
野
菜
は
蒙
古
地
方
に
も
古

く
か
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
白
菜
や
大
根
茄
子
な
ど
は
極
め
て
遅
い
時
期
に
入
っ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
昔
な
が
ら
の
蒙
古
料
理
に
は
茶
と
粥
が
あ
る
。
最
高
の
茶
は

乳
と
紅
茶
を
一
緒
に
煮
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
次
は
茶
請
の
ウ
ル
ム
〔
乳
を

エ
ゲ
ジ
ゲ
ホ
ル
ト

シ
ヒ
ル

沸
か
す
と
で
き
る
膜
状
の
も
の
〕
、
乾
酪
、
乳
酪
、
裸
麦
、
妙
米
、
砂
糖
な
ど
が
揃

う
と
最
高
の
蒙
古
料
理
と
な
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
肉
料
理
と
し
て
牛
、
羊
の
丸
煮
が

あ
る
。
そ
の
丸
煮
の
苑
で
汁
に
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
や
米
を
入
れ
て
粥
に
す
る
。
先
ず

丸
煮
を
食
べ
、
そ
の
後
で
粥
を
食
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
食
事
に
は
漬
け
物
は
い
ら
な

い
。
蒙
古
料
理
で
は
丸
煮
と
粥
を
最
高
の
料
理
と
見
な
す
。
こ
れ
以
外
の
麺
類
や
飯

類
を
最
高
の
料
理
と
は
言
わ
な
い
。
ど
ん
な
重
要
な
宴
会
で
も
蒙
古
人
で
あ
れ
ば
、

丸
煮
を
出
し
て
宴
会
を
催
す
。
三
種
の
丸
煮
と
は
牛
、
羊
、
豚
の
オ
ー
ッ
と
呼
ば
れ

ハ
ン

蒙
古
人
は
そ
の
血
統
を
非
常
に
重
ん
ず
る
。
昔
か
ら
牢
の
血
筋
を
ひ
く
人
達
を
々
／

イ
ジ
と
い
い
、
彼
等
を
特
に
尊
敬
す
る
。
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
ン
部
族
の
族
長
の
血
筋
の
人

プ
ホ
ホ
ヤ
グ

を
々
／
プ
ナ
ン
と
呼
び
、
貴
族
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
。
ま
た
武
将
の
血
筋
の
人
は
箭
丁

と
呼
び
、
名
門
と
見
な
さ
れ
た
。
老
百
姓
は
ハ
ラ
チ
ュ
と
呼
び
、
中
で
も
極
め
て
貧

る
瞥
部
を
煮
て
作
っ
た
も
の
を
指
す
。

蒙
古
地
方
で
今
行
わ
れ
る
宴
会
に
は
二
通
り
あ
る
。
蒙
古
式
宴
会
で
は
幾
つ
丸
煮

を
出
し
た
か
が
重
要
で
、
も
う
一
つ
の
漠
式
宴
会
で
は
幾
つ
の
大
皿
と
小
皿
が
出
た

か
が
問
わ
れ
、
皿
の
数
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
蒙
古
酒
は
三
種
類
あ
る
。
昔
は
山
梨

を
発
酵
さ
せ
て
ナ
イ
ル
ン
・
ア
ル
ヒ
と
呼
ぶ
酒
を
造
っ
た
が
、
後
に
牛
、
羊
、
馬
の

乳
で
ダ
ラ
ス
と
呼
ば
れ
る
酒
を
造
る
よ
う
に
な
っ
た
。
乳
か
ら
造
る
酒
を
ダ
ラ
ス
あ

る
い
は
サ
ラ
ホ
ド
と
言
う
が
、
こ
れ
は
乳
か
ら
ア
ラ
ジ
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
造
り
、

酒
と
混
ぜ
て
ダ
ラ
ス
を
造
る
。
も
う
一
つ
は
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ム
と
高
梁
と
粟
を
発
酵

さ
せ
、
鍋
で
醸
造
す
る
酒
で
あ
る
。
こ
の
酒
は
穀
類
か
ら
造
ら
れ
た
の
で
ポ
ダ
ー
ン
・

ア
ル
ヒ
、
即
ち
米
酒
ま
た
は
蒙
古
酒
と
呼
ぶ
。
こ
れ
以
外
の
酒
は
全
て
外
部
か
ら
入
っ

て
き
た
物
で
、
蒙
古
地
方
で
は
今
も
こ
の
三
種
類
の
酒
を
造
っ
て
い
る
。

蒙
古
茶
と
い
う
と
そ
の
土
地
で
産
出
さ
れ
る
ス
ド
ン
チ
ェ
が
あ
る
。
紅
茶
、
花
茶
、

碑
茶
は
南
方
か
ら
入
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
葉
煙
草
も
外
か
ら
入
っ
て
来
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
も
農
耕
を
始
め
た
後
に
植
え
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

稲
が
南
方
か
ら
入
っ
て
来
た
現
在
は
、
ホ
ル
ス
ン
・
ア
ム
や
裸
麦
、
蕎
麦
粉
に
加

え
、
高
梁
や
粟
、
豆
類
、
農
耕
地
帯
で
は
野
菜
も
普
及
し
て
い
る
。
本
来
の
蒙
古
食

材
は
少
な
く
な
り
、
今
は
食
材
も
料
理
も
種
類
が
増
え
、
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
物
が
あ

り
、
蒙
古
の
食
べ
物
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
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し
い
家
の
子
女
は
、
裕
福
な
家
の
使
用
人
と
な
り
、
孤
児
や
寡
男
、
寡
婦
、
そ
し
て

未
婚
女
性
の
産
ん
だ
子
供
な
ど
は
召
使
い
で
、
下
層
の
奴
隷
的
な
身
分
と
な
っ
た
た

め
に
フ
プ
ト
と
呼
ば
れ
、
ゲ
ル
ン
・
フ
ム
ン
即
ち
家
人
と
も
言
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

身
分
の
人
に
は
旗
の
衙
門
〔
役
所
〕
の
戸
籍
簿
に
名
を
記
す
資
格
が
な
い
。
昔
か
ら

蒙
古
の
部
族
は
、
三
年
毎
に
家
族
の
人
員
を
盟
の
印
鑑
の
あ
る
戸
籍
簿
に
登
録
す
る

慣
わ
し
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
兵
役
を
服
す
る
人
を
選
ぶ
た
め
に
、
男
子
は
十
八
歳
に

な
る
と
そ
こ
に
行
っ
て
登
録
す
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
た
め
に
、
ど
う
し
て

も
三
年
毎
に
一
度
、
男
子
の
名
簿
登
録
を
行
な
う
集
会
を
開
く
。
そ
の
集
会
で
登
録

さ
れ
る
十
八
歳
の
男
子
は
三
世
代
以
上
の
先
祖
の
名
を
報
告
し
、
自
身
の
名
を
書
き

保
存
す
る
。
こ
の
時
三
世
代
以
上
の
先
祖
の
名
を
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
は
、
ピ
チ

エ
ー
チ
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
に
頼
ん
で
名
を
請
求
し
、
ハ
デ
ィ
ク
〔
白
絹
〕
と
贈
物

を
奉
げ
て
、
名
を
登
録
し
て
も
ら
う
。
こ
の
集
会
に
は
ど
の
よ
う
な
血
統
の
人
で
あ

ろ
う
と
も
必
ず
来
て
、
名
簿
に
名
を
登
録
す
る
。

し
か
し
、
も
と
よ
り
二
つ
の
慣
習
が
あ
る
。
タ
イ
ジ
と
タ
プ
ナ
ン
を
出
自
に
も
つ

人
は
、
赤
い
線
の
上
に
名
を
密
き
、
ま
た
一
部
の
兵
士
出
身
の
人
と
功
労
が
あ
っ
た

ノ
ヤ
ン

諾
鰻
〔
役
人
〕
の
子
孫
も
赤
い
線
の
上
に
名
を
書
く
。
普
通
の
兵
士
や
平
民
出
身
の

人
は
普
通
の
線
の
上
に
書
き
、
決
し
て
赤
い
線
の
上
に
名
を
書
い
て
は
な
ら
な
い
。

名
簿
の
赤
い
線
は
重
要
で
、
普
通
の
人
は
ど
ん
な
に
優
れ
た
人
で
も
軍
事
的
功
織
が

な
け
れ
ば
、
赤
い
線
の
上
に
名
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
は
厳
し
い
規
定

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
名
簿
に
は
赤
い
線
と
普
通
の
線
の
二
種
類
が
あ
り
、
蒙

古
人
は
互
い
に
こ
の
区
別
を
非
常
に
重
ん
じ
る
。

ま
た
平
時
で
あ
っ
て
も
、
名
簿
に
名
の
あ
る
男
と
名
の
無
い
男
は
特
に
区
別
し
て

い
る
。
蒙
古
の
慣
習
で
は
家
庭
の
中
で
長
男
だ
け
が
名
を
名
簿
に
登
録
し
、
長
男
以

外
に
何
人
の
兄
弟
が
い
て
も
彼
ら
の
名
が
名
簿
に
順
に
並
べ
て
雷
か
れ
る
こ
と
は
な

い
し
、
も
と
よ
り
女
子
の
名
は
名
簿
に
は
露
か
な
い
。
た
だ
戸
籍
の
人
口
の
数
に
雷

か
れ
る
だ
け
で
、
故
に
蒙
古
で
は
今
日
ま
で
血
統
を
大
切
に
し
て
き
た
。

蒙
古
人
は
古
い
血
統
を
区
別
す
る
と
き
に
は
骨
で
区
別
し
ヤ
ス
ト
と
呼
ぶ
。
後
に

オ
プ
グ
タ
ン
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
ヤ
ス
ト
と
い
う
呼
称
は
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
。
季
〔
君
主
〕
の
血
統
の
後
喬
は
タ
イ
ジ
に
な
っ
た
。
今
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
蒙
古
人
の
血
統
に
は
タ
イ
ジ
、
タ
プ
ナ
ン
、
フ
ホ
ホ
ヤ
グ
、
ハ
ラ
チ
ュ
、
ア

ラ
ト
〔
人
民
〕
、
フ
プ
ト
〔
召
使
い
〕
な
ど
の
出
自
の
人
が
い
る
。
フ
プ
ト
は
召
使

い
で
あ
る
た
め
、
役
所
の
戸
籍
に
は
名
の
登
録
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
フ
プ
ト

出
自
の
人
で
五
世
代
を
超
え
、
顔
立
ち
の
整
っ
た
子
供
が
生
ま
れ
た
時
に
は
、
雇
い

主
が
役
所
に
行
き
、
五
代
の
間
召
使
い
と
し
て
き
ち
ん
と
勤
め
た
こ
と
を
告
げ
、
戸

籍
に
名
を
登
録
し
て
く
れ
る
よ
う
申
請
す
る
。
そ
の
際
に
は
雇
い
主
の
保
証
が
必
要

で
、
ア
ラ
ト
の
欄
に
名
を
記
さ
れ
る
。
ま
た
ア
ラ
ト
出
自
の
人
で
軍
事
的
功
績
を
あ

げ
た
人
が
で
た
場
合
は
フ
ホ
ホ
ヤ
グ
の
欄
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ホ
ホ
ヤ

グ
と
ハ
ラ
チ
ュ
出
自
の
人
が
同
じ
く
軍
事
的
功
繊
を
あ
げ
た
場
合
は
、
タ
イ
ジ
の
身

分
へ
あ
が
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
公
の
名
爵
が
与
え
ら
れ
、
名
簿
の
赤
い
線
の

欄
に
名
を
登
録
す
る
。
蒙
古
人
の
身
分
は
こ
の
よ
う
に
昇
格
す
る
も
の
で
あ
る
。

逆
に
タ
イ
ジ
出
自
の
人
が
盗
み
を
し
た
り
、
犯
罪
を
犯
し
た
り
、
寵
を
つ
け
ば
名

を
赤
い
線
の
欄
か
ら
除
名
さ
れ
、
フ
ホ
ホ
ヤ
グ
に
降
格
さ
れ
平
民
の
名
簿
に
移
さ
れ

る
。
蒙
古
人
は
血
統
を
重
ん
じ
、
な
お
か
つ
こ
の
よ
う
に
降
格
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、

昔
か
ら
の
伝
統
と
し
て
今
も
こ
れ
を
遵
守
す
る
。

漢
人
で
あ
り
な
が
ら
蒙
古
人
に
な
る
こ
と
も
多
い
。
漢
人
が
蒙
古
人
に
な
る
理
由

と
し
て
は
三
つ
の
場
合
が
あ
る
。
か
つ
て
漢
人
は
商
売
が
得
意
で
、
旗
や
地
方
の
ノ

ヤ
ン
の
商
人
と
な
り
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
蒙
古
の
習
慣
に
も
な
れ
、
知
り
合
い
の
ノ

ヤ
ン
の
属
民
と
な
り
、
そ
の
ノ
ヤ
ン
の
血
統
の
も
と
で
蒙
古
の
戸
籍
を
取
得
し
た
。

ま
た
、
閣
閣
〔
清
朝
の
皇
族
出
身
の
女
性
〕
や
公
主
〔
皇
帝
の
娘
〕
を
ノ
ヤ
ン
に
嫁

が
せ
る
時
に
、
一
部
の
漢
人
が
同
伴
し
て
き
て
蒙
古
人
に
な
っ
た
。
他
に
は
蒙
古
の

裕
福
な
人
が
漢
人
の
青
年
男
女
を
買
っ
て
召
使
い
と
し
、
だ
ん
だ
ん
と
蒙
古
人
に
な
っ

た
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
理
由
か
ら
漢
人
が
蒙
古
人
と
な
っ
た
が
、
彼
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ら
は
蒙
古
姓
は
も
た
ず
、
皆
漢
姓
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
本
来
の
蒙
古
姓
は
他
の

言
語
で
の
音
訳
は
で
き
る
が
、
意
味
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
、
張
・

王
・
李
・
赴
と
い
っ
た
漢
姓
を
使
っ
て
い
る
蒙
古
人
も
い
る
が
、
彼
等
は
も
と
も
と

の
先
祖
が
漢
人
で
あ
る
。
清
朝
が
建
国
さ
れ
た
後
に
、
漢
人
と
蒙
古
人
は
雑
居
す
る

よ
う
に
な
り
、
漢
人
で
あ
り
な
が
ら
蒙
古
人
に
な
る
人
の
数
は
さ
ら
に
増
え
た
。

現
在
の
内
外
の
蒙
古
に
お
い
て
各
部
族
の
血
統
は
主
に
タ
イ
ジ
、
タ
プ
ナ
ン
、
ハ

ラ
チ
ュ
と
い
う
三
つ
の
血
統
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
元
漢
人

で
あ
る
蒙
古
人
と
ア
ラ
ト
、
フ
プ
ト
出
自
の
区
別
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
正

式
に
血
統
出
自
を
調
べ
る
場
合
は
必
ず
出
身
部
族
の
血
統
を
調
べ
、
真
実
を
書
く
よ

う
に
し
て
い
る
。
も
し
出
自
の
血
統
が
低
い
場
合
は
、
宴
会
や
集
会
な
ど
の
場
所
で

慎
重
に
座
席
に
着
く
。
ま
た
娘
を
嫁
に
だ
す
、
或
い
は
貰
う
な
ど
の
婚
姻
関
係
や
友

人
を
選
ぶ
に
際
し
て
も
、
血
統
を
非
常
に
大
事
に
す
る
。
故
に
今
も
蒙
古
の
各
部
族

は
互
い
に
血
統
を
厳
し
く
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蒙
古
の
習
慣
で
は
蒙
古
人

の
血
統
を
六
つ
の
階
級
に
分
け
、
名
簿
に
登
録
す
る
法
的
な
資
格
を
も
た
な
い
ハ
ラ

チ
ュ
出
自
の
人
た
ち
の
召
使
い
を
奴
隷
と
い
い
、
ま
た
シ
プ
グ
チ
ン
と
も
呼
ぶ
。
旗

の
名
簿
に
名
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人
及
び
下
層
出
身
の
人
は
フ
プ
ト
と
呼
ば
れ
る
。

蒙
古
で
は
ノ
ヤ
ン
や
一
部
貴
族
な
ど
の
宗
族
が
繁
栄
し
、
人
口
も
増
え
、
長
い
間

ノ
ヤ
ン
の
血
統
を
法
的
に
重
視
し
て
い
た
。
し
か
し
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
時
代
に
な

り
や
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
自
ら
が
戦
闘
を
指
揮
し
、
広
大
ぽ
領
土
と
た
く
さ
ん
の
財
を

築
き
、
元
朝
を
建
国
し
、
宋
を
滅
亡
さ
せ
、
世
界
を
征
服
し
た
。
そ
れ
よ
り
チ
ン
ギ

ス
・
ハ
ン
は
戦
闘
に
お
け
る
人
々
の
功
労
を
調
べ
、
自
ら
の
宗
族
に
属
す
人
灸
を
ノ

ヤ
ン
の
爵
位
に
し
、
ま
た
親
族
や
友
人
の
子
孫
に
も
そ
れ
ぞ
れ
爵
位
や
領
土
を
分
け

第
六
章
王
侯
爵
位

与
え
た
。
こ
れ
よ
り
後
、
子
孫
が
増
え
て
も
先
祖
の
規
定
し
た
慣
習
に
逆
い
、
長
男

が
そ
れ
を
相
続
し
た
。
こ
の
よ
う
な
慣
習
を
皆
忠
実
に
遵
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
や

領
土
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
き
た
。
爵
位
が
な
く
て
も
同
じ
一
族
で
あ
る
た
め
、
そ
の

中
か
ら
バ
ヤ
ン
〔
富
人
〕
、
ノ
ヤ
ン
、
パ
ー
ト
ル
〔
英
雄
〕
が
生
ま
れ
れ
ば
、
ま
た

一
族
の
名
声
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
皆
貴
族
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
。
後
に

は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
弟
、
ハ
プ
ト
・
ハ
サ
ル
の
子
孫
が
繁
栄
し
、
外
藩
〔
外
モ
ン

ゴ
ル
〕
の
五
十
七
の
旗
と
内
藩
〔
内
モ
ン
ゴ
ル
〕
の
四
十
九
の
旗
の
王
と
な
っ
た
。

そ
の
中
で
も
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
ン
部
族
の
タ
プ
ナ
ン
の
子
孫
は
喀
噺
沁
三
旗
と
モ
ン
ゴ

ル
ジ
ン
蔵
の
王
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
タ
イ
ジ
、
タ
プ
ナ
ン
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
貴
族
た
ち
は

皆
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
か
ら
フ
ピ
ラ
イ
・
ハ
ン
ま
で
、
分
封
さ
れ
た
爵
位
と
領
土
を
そ

の
ま
ま
保
ち
続
け
た
。
後
に
元
が
滅
ぼ
さ
れ
て
明
朝
に
征
服
さ
れ
た
が
、
蒙
古
人
は

長
城
の
北
へ
と
退
き
、
ア
ル
ハ
ン
ゲ
イ
地
方
を
占
領
し
、
未
だ
一
つ
の
蒙
古
国
と
し

リ
ヲ
デ
ン
・
ハ
ン

て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
王
順
帝
林
丹
汗
は
政
治
を
う
ま
く
処
理
で
き
ず
、
蒙
古

各
地
で
部
族
間
の
戦
い
が
起
こ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
満
人
は
東
の
黒
龍
江
、

吉
林
、
ム
グ
タ
ン
〔
現
、
遼
寧
省
沈
陽
市
〕
、
長
白
な
ど
の
地
方
を
占
領
し
、
国
を

建
て
、
明
朝
の
軍
隊
と
戦
う
た
び
に
勝
利
を
お
さ
め
て
い
た
。
隣
接
す
る
土
地
に
住

む
蒙
古
人
は
そ
の
事
情
を
知
り
、
ま
た
リ
ッ
デ
ン
・
ハ
ン
の
無
理
な
支
配
か
ら
逃
れ
、

清
の
天
命
九
年
に
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
弟
ハ
プ
ト
・
ハ
サ
ル
の
十
七
代
目
ホ
ン
・
タ

イ
ジ
、
オ
ン
ゴ
タ
イ
の
長
男
オ
ー
パ
は
属
民
を
率
い
て
満
人
に
投
降
し
た
。
そ
の
後
、

天
聡
七
年
に
オ
ー
（
の
息
子
バ
デ
リ
を
済
農
の
爵
位
に
封
じ
、
ト
ウ
シ
エ
ト
と
呼
称

さ
れ
、
職
務
を
引
き
継
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
蒙
古
各
地
の
部
族
の
人
☆
は
伝

聞
し
た
た
め
に
、
清
の
天
命
か
ら
天
聡
に
か
け
て
の
時
代
に
は
、
先
祖
の
血
統
や
爵

位
な
ど
を
証
明
で
き
る
史
料
を
携
え
、
次
点
と
属
民
を
率
い
て
満
人
に
投
降
し
た
。

清
朝
の
大
臣
は
従
属
を
求
め
や
っ
て
来
る
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
を
尊
敬
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

血
統
を
調
べ
、
相
応
の
爵
位
を
与
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
蒙
古
の
各
部
族

－２１２－
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は
従
属
を
求
め
、
清
の
皇
帝
の
名
声
は
高
ま
り
、
明
の
都
を
占
拠
し
北
京
と
改
名
し
、

つ
い
に
は
清
朝
を
建
国
し
た
。
そ
の
際
、
蒙
古
人
は
明
の
軍
隊
と
何
度
も
戦
い
、
城

や
関
門
を
打
ち
破
り
、
清
朝
建
国
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
貢
献
し
た
。
そ
し
て
順

治
皇
帝
は
即
位
し
た
後
、
蒙
古
人
の
功
労
を
調
べ
、
血
統
に
よ
っ
て
タ
イ
ジ
、
タ
ブ

ナ
ン
に
爵
位
を
封
じ
て
名
簿
に
登
録
し
、
親
王
、
郡
王
、
貝
勒
、
貝
子
、
公
な
ど
の

爵
位
を
与
え
た
。
ま
た
順
治
皇
帝
と
康
煕
皇
帝
の
時
か
ら
、
清
の
公
主
を
蒙
古
の
ノ

ヤ
ン
の
嫁
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
多
く
の
蒙
古
の
旗
王
は
公
主
を
要
っ
た
。

そ
し
て
清
朝
皇
帝
も
蒙
古
の
慣
習
に
し
た
が
い
、
長
男
が
爵
位
を
相
続
す
る
よ
う
な

法
律
を
定
め
た
。
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
も
こ
れ
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
の
爵
位
を
相

続
し
、
法
律
を
守
っ
て
い
る
。
盟
、
旗
、
郷
に
生
ま
れ
育
て
ら
れ
た
男
子
は
十
八
歳

に
な
る
と
旗
の
名
簿
に
名
を
登
録
す
る
。
も
し
タ
イ
ジ
の
家
系
に
相
続
す
べ
き
男
子

が
い
な
け
れ
ば
、
親
族
の
中
か
ら
近
親
の
タ
イ
ジ
の
息
子
を
養
子
と
し
て
受
け
入
れ

る
。
旗
の
王
家
に
男
子
が
い
な
け
れ
ば
、
近
親
の
タ
イ
ジ
の
息
子
を
扶
養
し
、
そ
の

位
を
相
続
さ
せ
る
。
タ
イ
ジ
、
タ
プ
ナ
ン
の
親
族
も
旗
の
名
簿
に
名
を
登
録
す
る
。

旗
の
王
や
貝
勒
、
貝
子
、
公
の
場
合
は
清
朝
の
麺
藩
院
に
報
告
し
、
皇
帝
の
許
可
を

受
け
て
爵
位
を
相
続
す
る
。
も
し
王
や
公
が
爵
位
に
あ
っ
て
も
、
犯
罪
を
犯
し
た
場

合
は
そ
の
爵
位
を
剥
奪
し
、
近
親
の
者
あ
る
い
は
従
兄
弟
に
相
続
さ
せ
る
慣
習
が
蒙

古
で
は
守
ら
れ
て
い
る
。

清
朝
が
お
こ
な
っ
た
蒙
古
人
の
爵
位
相
続
に
つ
い
て
の
や
り
方
は
、
中
華
民
国
も

変
更
せ
ず
、
蒙
古
の
王
、
公
、
タ
イ
ジ
、
タ
プ
ナ
ン
の
爵
位
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
蒙
古
人
は
昔
か
ら
ノ
ヤ
ン
や
ア
ラ
バ
ト
〔
僕
人
〕
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
領
土
を
占
拠
し
て
き
た
慣
習
が
あ
る
た
め
、
漢
人
の
よ
う
に
役
人
を
度
点
交

替
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
っ
た
。
蒙
古
の
部
族
は
数
多
く
あ
る
が
、
昔
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
領
土
・
属
民
を
分
封
さ
れ
て
お
り
、
大
小
多
少
に
関
わ
ら
ず
皆
ノ
ヤ
ン
が
い
る

た
め
、
た
だ
自
分
た
ち
の
ノ
ヤ
ン
を
尊
敬
し
、
ほ
か
の
部
族
の
ノ
ヤ
ン
と
は
関
係
が

な
い
。
今
で
は
旗
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
王
が
い
る
。
そ
し
て
旗
の
こ
と
を
そ
の
旗
出

身
の
宰
相
が
処
理
す
る
権
力
を
持
つ
が
、
別
の
旗
の
人
を
抑
え
る
力
は
な
い
。
も
し
、

旗
の
王
が
子
孫
の
無
い
ま
ま
死
ん
だ
場
合
は
、
旗
の
政
務
を
管
理
し
て
い
た
大
臣
に

よ
っ
て
議
論
さ
れ
、
旗
王
の
親
族
の
中
か
ら
一
人
が
選
ば
れ
、
旗
王
の
位
に
即
す
。

こ
の
た
め
蒙
古
の
各
旗
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旗
王
の
爵
位
を
昇
格
さ
せ
る
こ
と
に
力

を
入
れ
る
。
蒙
古
の
王
侯
が
爵
位
を
相
続
す
る
制
度
は
、
以
上
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。清
朝
光
緒
年
間
に
は
、
理
藩
院
も
法
的
制
度
に
違
反
し
た
こ
と
を
多
く
お
こ
な
っ

た
。
規
定
通
り
に
爵
位
を
相
続
す
る
た
め
に
は
、
公
の
場
合
は
千
両
の
銀
を
供
出
し
、

併
せ
て
爵
位
相
続
の
申
請
状
を
提
出
す
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
賄
賂
と
し
て
千
両
の

銀
を
出
さ
な
か
っ
た
場
合
は
、
申
請
状
を
何
年
も
置
い
た
ま
ま
に
し
審
査
を
し
な
い
。

従
っ
て
王
の
爵
位
を
相
続
す
る
に
は
二
千
両
の
銀
が
必
要
と
な
る
。
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン

達
は
爵
位
を
相
続
す
る
た
め
に
多
く
の
銀
を
理
藩
院
に
渡
し
許
可
を
得
る
。
こ
う
し

て
各
旗
の
ノ
ヤ
ン
達
が
著
し
く
悪
く
な
っ
た
の
は
宣
統
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
宣
統
皇
帝
の
時
か
ら
賄
賂
が
横
行
し
、
金
無
く
し
て
は
爵
位
を
相
続
で
き
な
い

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
各
旗
が
貧
し
く
な
っ
た
の
は
、
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
の
爵
位

の
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
は
功
労
が
あ
っ
て
も
、
賄
賂
を
贈
ら
な
け
れ
ば
理
藩
院
は

一
切
を
不
問
に
付
し
た
。
こ
の
た
め
今
の
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
は
爵
位
を
得
る
の
に
非

常
に
困
り
、
爵
位
の
た
め
に
た
く
さ
ん
の
銀
を
出
す
の
で
、
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
っ

て
い
る
。
本
当
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
。

（
１
）
原
文
に
は
「
蒙
古
衙
門
」
の
意
味
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
清
朝
は
一
六
三
六

年
に
設
置
し
た
「
蒙
古
衙
門
」
を
一
六
三
八
年
に
は
「
理
藩
院
」
と
改
称
し

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
理
藩
院
」
と
訳
す
。
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昔
か
ら
蒙
古
人
の
伝
承
し
て
き
た
風
俗
は
、
地
方
に
よ
っ
て
少
し
違
い
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
差
は
な
い
。
大
昔
に
は
食
物
も
少
な
か
っ
た
た

め
、
獲
物
の
肉
を
食
べ
る
時
、
ま
ず
天
を
祀
り
、
四
方
へ
奉
じ
た
。
そ
の
後
に
人
数

に
よ
っ
て
分
配
し
食
べ
て
い
た
。
ま
た
ど
ん
な
食
べ
物
で
あ
っ
て
も
、
食
べ
る
前
に

天
を
祀
っ
て
か
ら
食
べ
る
。
大
き
な
部
族
の
場
合
は
一
年
の
四
季
に
あ
わ
せ
て
四
回

イ
ヘ
・
ク
ヒ
ル
ガ

パ
ガ
・
タ
ル
ヒ
ガ

天
を
祀
る
。
春
と
秋
の
祭
祀
を
大
祭
祀
と
い
い
、
夏
と
冬
の
祭
祀
を
小
祭
祀
と
い
う
。

供
物
は
主
に
馬
、
牛
、
羊
の
家
畜
で
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
い
物
を
選
び
、
天
に
祀
る
。

併
せ
て
酒
、
牛
乳
、
果
物
を
供
物
と
す
る
。
天
を
祭
祀
す
る
場
合
は
高
い
と
こ
ろ
と

平
ら
な
と
こ
ろ
で
お
こ
な
う
。
天
を
祭
祀
し
た
日
に
は
、
祭
祀
の
供
物
で
あ
っ
た
馬
、

牛
、
羊
の
肉
を
、
そ
の
日
集
ま
っ
た
人
☆
が
共
に
食
し
、
終
わ
ら
せ
る
。
天
の
供
物

に
し
た
も
の
は
決
し
て
残
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
古
い
習
慣
で
あ
る
。
ま
た
地

方
の
ガ
ジ
ャ
ル
・
オ
ロ
ン
ノ
エ
ジ
デ
〔
守
護
神
〕
を
祀
る
場
所
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
族
が
住
ん
で
い
る
村
の
近
く
に
あ
る
石
、
あ
る
い
は
樹
木
を
選
ん
で
神
の
宿
る

と
こ
ろ
と
す
る
。
周
囲
の
村
念
の
人
達
も
春
と
秋
の
季
節
に
こ
れ
を
祀
る
。

も
う
一
つ
の
習
慣
は
、
村
で
宴
会
や
集
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
老
人
達
が
集
ま
っ
て

酒
を
呑
む
と
き
に
は
必
ず
若
い
者
が
お
酒
を
注
ぐ
。
そ
の
時
老
人
達
は
次
の
よ
う
に

祝
詞
を
誘
え
る
。

お
や

「
父
母
に
は
孝
を
行
い
主
や
ノ
ヤ
ン
に
は
功
労
を
差
し
出
せ
国
に
は
英
雄

の
名
声
を
あ
げ
て
」

ま
た
、
家
に
年
取
っ
た
爺
婆
が
客
と
し
て
来
て
酒
を
呑
む
時
に
も
、
若
い
者
は
酒

を
注
い
で
勧
め
、
そ
の
場
に
叩
頭
く
。
そ
の
時
老
人
達
は
次
の
よ
う
に
祝
詞
を
請
え

る
。

「
父
母
に
は
力
を
尽
く
せ
主
た
る
ノ
ヤ
ン
に
は
功
労
を
た
て
ろ
」

若
い
嫁
が
婆
に
酒
を
勧
め
叩
頭
く
と
、
婆
は
次
の
よ
う
に
誘
え
る
。

第
八
章
古
来
習
慣

「
父
母
を
喜
ぱ
せ
福
の
あ
る
子
を
産
ん
で
幸
せ
に
な
れ
」

未
婚
の
若
い
娘
が
老
人
に
酒
を
勧
め
叩
頭
け
ば
、
「
良
い
婿
に
会
っ
て
名
だ
た
る

金
持
ち
と
な
れ
」
と
祝
う
。
こ
の
よ
う
な
習
慣
が
蒙
古
の
部
族
に
は
伝
承
さ
れ
、
宴

会
な
ど
で
若
い
人
が
酒
を
勧
め
る
と
老
人
達
は
必
ず
祝
詞
を
論
え
る
の
で
あ
る
。
ほ

か
に
も
互
い
の
家
を
訪
れ
た
場
合
に
は
吉
祥
な
詞
を
言
う
習
慣
が
あ
る
。
食
事
を
し

て
い
る
時
に
客
が
来
た
な
ら
ば
「
こ
の
家
の
飯
が
増
え
る
よ
う
に
、
お
茶
が
お
い
し

く
な
る
よ
う
に
」
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
家
の
主
人
は
「
貴
方
の
言
う
と
お
り
に

な
る
よ
う
に
」
と
応
え
る
。
ま
た
搾
乳
を
し
て
い
る
時
に
来
た
客
は
「
乳
が
お
い
し

く
な
る
よ
う
に
」
と
言
う
。
年
老
い
た
客
が
宿
泊
し
た
時
に
は
「
生
活
が
良
く
な
り

ま
す
よ
う
に
、
家
畜
が
よ
く
繁
殖
す
る
よ
う
に
」
と
言
い
、
家
の
主
人
は
「
貴
方
の

言
う
と
お
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
ま
た
楽
し
い
再
会
を
」
と
挨
拶
を
し
見
送
る
。

そ
し
て
蒙
古
で
は
甲
と
庚
の
日
を
忌
む
習
慣
が
あ
る
。
な
か
で
も
甲
子
と
庚
午
、

庚
申
の
日
を
特
に
忌
む
。
こ
れ
ら
の
日
に
は
貸
借
関
係
や
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
行

わ
な
い
。
朝
の
茶
を
飲
む
前
に
家
の
外
に
も
の
は
出
さ
ず
、
ま
た
夜
に
な
っ
て
外
が

暗
く
な
る
と
、
同
じ
よ
う
に
も
の
を
外
に
出
さ
な
い
。
そ
れ
以
外
に
も
、
嫁
は
舅
の

名
を
口
に
す
る
こ
と
を
忌
む
。
た
と
え
ば
バ
ヤ
ル
と
い
う
名
前
の
場
合
に
は
、
「
（
」

と
い
う
文
字
〔
或
い
は
発
音
〕
を
忌
む
の
で
あ
る
。
ま
た
女
性
が
火
の
上
を
跳
ん
で

跨
い
だ
り
、
刃
の
あ
る
も
の
や
鋏
、
刀
な
ど
を
外
へ
出
し
た
り
余
所
の
人
に
向
け
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
女
性
は
縄
と
椀
の
上
を
跨
い
で
も
い
け
な
い
。

ほ
か
に
も
女
性
が
出
産
し
た
時
に
は
、
門
の
上
に
弓
や
矢
を
掛
け
て
男
の
子
を
産

ん
だ
こ
と
を
示
す
。
女
の
子
が
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、
門
の
上
に
赤
い
絹
を
掛
け
て

示
す
。
ま
た
、
全
て
の
家
庭
に
は
門
の
南
側
に
、
薪
の
灰
を
積
み
上
げ
た
オ
ポ
が
あ

る
。
こ
れ
は
そ
の
場
所
に
毎
朝
炉
の
灰
を
捨
て
る
の
で
、
積
ま
れ
た
灰
の
山
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
人
が
亡
く
な
る
と
家
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
灰
を
捨
て
、

三
年
を
越
え
る
と
年
忌
の
供
養
も
し
な
く
な
る
。
ま
た
、
婚
姻
に
際
し
て
は
そ
の
両

家
の
距
離
が
遠
い
ほ
ど
良
い
と
さ
れ
る
。
蒙
古
人
に
は
「
井
戸
は
家
か
ら
近
い
方
が
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蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
の
婚
姻
習
俗
で
は
、
同
じ
部
族
内
で
は
結
婚
し
な
い
。
同
じ
部

族
内
で
互
い
に
結
婚
す
る
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
代
以
上
経
て
分
枝
し
た
後
に
は

同
じ
部
族
で
あ
っ
て
も
結
婚
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
同
じ
地
方
、
同
じ
盟
の
範

良
い
婚
家
は
互
い
に
遠
い
方
が
良
い
」
と
い
う
諺
も
あ
る
。
昔
か
ら
こ
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
多
く
の
財
産
と
大
き
な
家
を
必
要
と
し
な
い
。
冬
と
夏

に
草
地
を
移
動
す
る
の
で
、
生
活
は
天
幕
を
主
と
す
る
。
狩
猟
を
た
い
へ
ん
好
む
の

は
、
蒙
古
の
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
習
慣
で
あ
る
。
多
く
が
集
合
し
て
一
緒
に
住

む
こ
と
は
せ
ず
、
一
家
或
い
は
二
、
三
の
家
で
共
に
生
活
す
る
こ
と
を
好
む
。
そ
の

理
由
は
家
畜
の
群
を
飼
育
す
る
の
に
不
都
合
が
あ
り
、
ま
た
家
ご
と
に
犬
を
飼
う
の

で
、
互
い
に
課
い
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
牧
畜
を
営
む
に
は
多
く
の
家
が

集
合
し
て
は
住
め
な
い
の
で
あ
る
。

佛
教
が
伝
来
し
、
蒙
古
地
方
で
ラ
マ
僧
が
増
え
た
た
め
、
年
配
の
女
性
で
尼
に
な
っ

た
人
も
多
い
。
裕
福
な
家
で
は
年
配
の
女
性
は
必
ず
戒
律
を
受
け
て
尼
に
な
り
、
家

庭
の
こ
と
を
全
く
考
え
ず
、
毎
日
念
仏
を
唱
え
過
ご
し
て
い
た
。
今
で
は
蒙
古
部
族

の
ほ
と
ん
ど
の
家
に
年
老
い
た
尼
が
い
る
。
ま
た
佛
教
を
信
仰
す
る
家
の
老
人
は
ラ

マ
の
服
を
着
て
、
自
宅
に
い
て
も
信
仰
心
は
強
い
。

蒙
古
の
習
慣
で
は
、
客
が
来
た
時
も
自
分
が
い
つ
も
座
る
席
を
譲
る
こ
と
は
無
く
、

客
も
主
人
の
席
に
座
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
食
事
を
す
る
時
に
も
先
に
家
の

主
人
に
用
意
し
、
次
に
客
に
と
い
う
順
番
で
あ
る
。
主
人
が
杯
を
挙
げ
乾
杯
を
促
す

と
、
客
も
酒
杯
を
取
り
、
軽
く
下
げ
て
礼
を
し
酒
を
呑
む
。
ど
ん
な
食
物
で
あ
っ
て

も
、
蒙
古
の
習
慣
で
は
主
人
が
先
で
、
次
が
客
で
あ
る
。
昔
か
ら
続
く
本
当
の
蒙
古

の
風
俗
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

第
九
章
王
侯
結
婚

囲
で
は
同
じ
部
族
の
人
同
士
結
婚
し
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
部
族
で
あ
っ
て
も
地
方

が
異
な
り
、
そ
し
て
何
世
代
も
経
て
い
る
場
合
に
は
同
じ
部
族
の
人
で
も
結
婚
で
き

る
が
、
同
じ
盟
に
住
ん
で
い
れ
ば
、
何
世
代
経
て
も
絶
対
に
結
婚
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
。
タ
イ
ジ
出
自
の
人
は
タ
ブ
ナ
ン
出
自
の
人
と
結
婚
す
る
。

タ
イ
ジ
、
タ
ブ
ナ
ン
が
ハ
ラ
チ
ュ
と
結
婚
す
る
場
合
に
は
フ
ホ
ホ
ヤ
グ
出
自
の
ハ
ラ

チ
ュ
と
結
婚
す
る
。
ノ
ヤ
ン
出
自
の
人
達
は
婚
姻
に
関
す
る
こ
と
を
非
常
に
大
切
に

す
る
。
相
手
の
血
統
を
調
べ
、
閣
閣
を
嫁
に
や
る
。
妃
を
要
る
場
合
に
は
血
統
や
出

自
な
ど
を
よ
く
調
べ
、
そ
し
て
親
族
と
年
齢
を
考
え
結
婚
す
る
。
同
じ
盟
で
は
な
く
、

外
の
盟
に
ノ
ヤ
ン
の
閣
閣
を
嫁
に
出
す
と
き
は
、
閣
閣
の
装
飾
品
、
轡
、
耳
飾
り
、

腕
輪
、
金
、
銀
、
真
珠
、
珊
瑚
、
玉
石
、
瑠
璃
、
宝
石
、
銅
製
洗
面
器
な
ど
、
ま
た

四
季
折
交
に
着
る
衣
服
、
そ
し
て
下
女
、
下
僕
合
わ
せ
て
二
、
三
十
人
を
従
わ
せ
る
。

大
富
豪
や
ノ
ヤ
ン
は
閣
閣
を
嫁
に
や
る
際
に
は
、
ほ
か
に
生
活
用
品
、
例
え
ば
家
庭

用
の
器
具
、
飲
食
料
、
及
び
羊
や
牛
な
ど
を
数
十
頭
つ
け
る
。
そ
の
際
嫁
入
り
の
道

具
な
ど
を
帳
簿
に
つ
け
送
る
。
結
婚
の
儀
式
の
時
に
は
集
ま
っ
た
客
と
親
族
の
前
に

卓
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
名
前
を
一
つ
一
つ
呼
び
上
げ
、
閣
閣
の
も
の
と
し
て

婿
の
家
に
渡
す
。
こ
の
帳
簿
を
読
み
上
げ
て
く
れ
た
人
に
は
婿
の
家
か
ら
二
両
銀
と

一
着
の
外
套
が
作
れ
る
よ
う
な
生
地
が
贈
ら
れ
る
。
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
で
も
裕
福
な
人

は
嫁
入
っ
た
先
で
使
う
も
の
や
天
幕
な
ど
全
て
を
揃
え
て
嫁
に
い
く
の
で
あ
る
。

ノ
ヤ
ン
の
元
盈
の
婚
姻
習
俗
で
は
、
嫁
を
迎
え
る
側
は
閣
閣
の
い
る
家
へ
使
者
を

派
遣
し
、
父
で
あ
る
ノ
ヤ
ン
に
結
婚
の
意
思
に
つ
い
て
尋
ね
る
。
一
般
的
な
進
め
方

と
し
て
は
、
事
前
に
親
族
の
人
に
言
伝
を
頼
ん
で
お
く
。
そ
し
て
派
遣
し
た
使
者
の

贈
っ
た
ハ
デ
ィ
ク
を
ノ
ヤ
ン
が
受
け
取
り
、
そ
の
返
礼
と
し
て
ハ
デ
ィ
ク
が
贈
ら
れ

れ
ば
、
婚
姻
を
許
可
し
た
こ
と
に
な
る
。
ハ
デ
ィ
ク
を
交
換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
両

家
は
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
も
し
使
者
の
持
っ
て
き
た
ハ
デ
ィ
ク
を
受
け
取

ら
ず
そ
の
ま
ま
返
す
と
、
そ
の
婚
姻
は
結
ば
れ
な
い
。
ハ
デ
ィ
ク
が
証
と
さ
れ
婚
姻

関
係
は
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
結
婚
が
決
ま
っ
た
後
、
宴
会
を
催
す
た
め
に
婿
方
か

－２１５－
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ら
肥
え
た
牛
を
雌
雄
一
頭
ず
つ
、
羊
四
頭
、
酒
瓶
を
蒙
古
式
の
車
に
乗
せ
て
、
嫁
方

の
家
へ
と
運
ぶ
。
家
の
近
く
で
車
か
ら
降
り
、
持
っ
て
き
た
礼
品
を
渡
す
と
宴
会
が

行
わ
れ
る
。
も
し
そ
の
年
の
う
ち
に
結
婚
式
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
新
郎
は

必
ず
正
月
に
新
婦
の
家
を
訪
れ
、
そ
の
家
の
仏
像
に
ハ
デ
ィ
ク
を
奉
じ
て
叩
頭
き
、

そ
の
後
父
母
に
叩
頭
く
。
ま
た
親
族
の
家
を
廻
っ
て
、
皆
に
正
月
の
挨
拶
を
す
る
。

こ
の
よ
う
な
挨
拶
が
終
わ
る
と
新
婦
方
の
親
族
が
正
月
の
宴
会
を
準
備
す
る
。
も
し

幼
少
期
か
ら
結
婚
が
定
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
婿
と
な
る
男
は
結
婚
す
る
ま
で
毎

年
正
月
に
は
嫁
方
の
家
へ
行
き
新
年
の
挨
拶
を
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
両
家
の
距
離

が
何
千
里
も
離
れ
て
い
た
場
合
は
、
幼
い
と
い
う
理
由
で
新
年
の
挨
拶
は
行
か
な
く

と
も
良
い
と
さ
れ
る
。
蒙
古
人
は
婿
が
新
年
の
挨
拶
に
行
く
こ
と
を
重
視
し
、
こ
の

慣
習
は
定
着
し
て
い
た
。

蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
は
血
統
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
娘
を
ほ
か
の
盟
に
嫁
が
せ
る
か
、

あ
る
い
は
逆
に
嫁
に
迎
え
る
場
合
が
多
い
。
同
じ
地
方
に
裕
福
な
人
が
い
て
も
、
出

自
が
ハ
ラ
チ
ュ
で
あ
る
た
め
血
統
を
差
別
し
、
ノ
ヤ
ン
の
血
統
の
人
達
は
必
ず
遠
い

と
こ
ろ
の
人
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
満
人
は
清
朝
を
建
国
し
た
後
、
清
の

皇
帝
の
公
主
を
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
に
嫁
が
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
各
旗
の

蒙
古
王
は
清
の
皇
帝
の
親
族
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
今
の
と
こ

ろ
蒙
古
人
同
士
の
婚
姻
関
係
は
少
な
く
な
り
、
ノ
ヤ
ン
達
の
ほ
ど
ん
ど
が
北
京
か
ら

妃
を
迎
え
る
こ
と
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
清
の
皇
帝
は
謀
計
を
用
い
て
、

蒙
古
部
族
を
支
配
す
る
た
め
に
清
の
公
主
、
閣
閣
を
嫁
が
せ
た
。
そ
の
理
由
は
二
つ

あ
る
。
一
つ
は
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
後
商
な
の
で
血
統
が
良
い
。

清
の
皇
帝
が
そ
の
血
統
と
通
婚
を
し
て
も
釣
合
が
と
れ
る
。
も
う
一
つ
は
そ
の
時
蒙

古
の
ノ
ヤ
ン
達
は
強
壮
で
、
軍
事
力
も
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
清
の
皇
帝
は
公
主
、

閣
閣
を
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
に
嫁
が
せ
る
こ
と
で
、
蒙
古
人
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
酷

い
謀
計
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
清
の
皇
帝
の
血
統
を
持
つ
閣
閣
を
蒙
古
人
に
嫁
が
せ

る
時
、
必
ず
報
告
し
て
閣
閣
の
本
当
の
名
前
の
前
に
皇
帝
か
ら
号
を
授
け
て
貰
い
、

「
×
×
公
主
」
と
名
乗
る
。
ま
た
頬
紅
の
焙
烙
も
授
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
公
主
は

名
を
世
間
に
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
皇
帝
の
遠
い
親
戚
に
当
た
る
場
合
に
は
、

公
主
の
号
を
授
け
ず
、
た
だ
閣
閣
の
号
を
授
け
る
。
そ
の
た
め
蒙
古
で
は
閣
閣
と
公

主
の
区
別
が
あ
る
。
皇
帝
の
血
統
で
近
い
親
戚
の
娘
は
公
主
の
号
を
授
か
る
資
格
を

も
つ
が
、
遠
い
親
戚
あ
る
い
は
王
、
公
、
貝
勒
、
貝
子
の
娘
は
公
主
の
号
で
は
な
く
、

閣
閣
の
号
を
授
か
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
王
や
公
な
ど
の
娘
を
閣
閣
と
称
す
る
の
で

あ
る
。
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
は
清
の
皇
帝
の
公
主
を
妃
に
迎
え
る
時
は
、
皆
満
人
の
風

俗
に
合
わ
せ
、
蒙
古
の
習
俗
に
は
合
わ
せ
な
い
。
満
人
の
婚
姻
習
俗
で
は
、
娘
を
嫁

が
せ
る
時
に
は
ま
ず
新
郎
を
見
る
。
新
郎
を
見
て
気
に
入
る
と
婚
約
の
準
備
に
は
い

る
。
ま
ず
婿
方
か
ら
仲
人
を
た
て
嫁
方
の
家
に
礼
品
を
贈
る
。
そ
し
て
次
に
何
千
両

も
の
銀
を
贈
っ
て
、
妃
を
迎
え
る
た
め
の
宴
会
を
お
こ
な
う
。
あ
ま
り
複
雑
な
儀
礼

は
な
い
。
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
が
清
の
ノ
ヤ
ン
の
閣
閣
を
妃
に
迎
え
る
時
に
は
、
ま
ず
北

京
式
の
や
り
方
で
や
ら
な
い
よ
う
に
相
談
す
る
。
な
ぜ
な
ら
北
京
で
は
婚
姻
の
際
に

は
必
ず
嫁
入
り
道
具
と
し
て
箪
笥
、
箱
、
卓
な
ど
を
取
り
揃
え
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
蒙
古
の
家
は
広
く
な
い
上
に
、
距
離
が
遠
い
。
し
た
が
っ
て
途
中
困
ら
な
い
よ
う

に
、
嫁
入
り
道
具
は
必
要
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
例
か
ら
蒙
古
の

ノ
ヤ
ン
達
が
北
京
か
ら
妃
を
迎
え
る
時
に
は
、
木
製
の
嫁
入
り
道
具
は
少
な
い
。
そ

れ
に
比
し
て
北
京
に
駐
在
す
る
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
は
、
北
京
式
の
結
婚
式
を
お
こ
な
う

の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
達
は
北
京
か
ら
妃
を
迎
え
る
こ
と
を
好
ま
な

い
。
北
京
か
ら
妃
を
迎
え
た
場
合
、
費
用
が
高
く
て
旗
の
人
〈
に
も
苦
し
み
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
。
人
会
に
納
税
さ
せ
る
こ
と
は
大
変
な
苦
し
み
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
貧
し
い
旗
の
人
盈
は
皆
、
旗
の
ノ
ヤ
ン
が
北
京
か
ら
妃
を
迎
え
る

こ
と
を
嫌
う
。
情
が
建
国
し
た
後
、
蒙
古
の
諸
部
族
は
清
の
閣
閣
を
妃
に
迎
え
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
旗
王
等
は
北
京
で
の
負
債
が
増
え
、
旗
の
耕
地
を

売
っ
た
り
し
た
。
こ
れ
も
北
京
か
ら
妃
を
迎
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

初
め
は
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
が
清
の
公
主
を
妃
に
迎
え
る
に
は
良
い
時
期
で
、
豊
か
な
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蒙
古
の
平
民
に
お
け
る
婚
姻
習
俗
で
は
、
同
じ
部
族
あ
る
い
は
同
姓
の
人
は
結
婚

し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
同
姓
の
人
で
あ
っ
て
も
親
族
で
は
な
い
場
合
、
仮
に
娘
の

姓
を
変
更
し
て
結
婚
さ
せ
た
と
し
て
も
、
人
々
は
同
姓
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
宴
席

に
は
参
加
し
な
い
。
つ
ま
り
慣
習
に
従
っ
て
、
親
族
で
は
な
い
が
同
姓
で
あ
る
場
合

は
結
婚
し
な
い
。
通
常
名
誉
を
た
い
へ
ん
重
ん
じ
、
結
婚
相
手
を
探
す
時
に
は
姓
を

尋
ね
る
。
し
た
が
っ
て
同
姓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
婚
し
た
場
合
は
誹
り
潮
ら
れ
る
。

時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
良
い
こ
と
が
何
も
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

清
の
ノ
ヤ
ン
は
い
よ
い
よ
悪
く
な
り
、
良
い
閣
閣
を
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
に
嫁
が
せ
ず
、

遠
い
親
戚
の
娘
を
閣
閣
と
称
し
て
嫁
が
せ
、
馬
す
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
満
人
の

王
侯
の
兄
弟
の
妻
を
閣
閣
と
偽
っ
て
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
に
嫁
が
せ
た
例
も
多
い
。
蒙
古

の
ノ
ヤ
ン
は
互
い
に
嫉
妬
し
て
、
自
ら
が
求
め
て
北
京
の
満
人
の
娘
を
妃
に
し
た
例

も
ま
た
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
清
の
王
侯
や
内
、
外
の
蒙
古
の
王
侯

と
通
婚
し
た
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
義
親
王
の
閣
閣
は
蒙
古
の
博
王
の
妃
に
、
礼

親
王
の
閣
閣
は
蒙
古
の
喀
卿
沁
王
の
妃
に
そ
れ
ぞ
れ
な
っ
た
。
ま
た
粛
親
王
の
閣
閣

は
蒙
古
の
教
漢
王
、
喀
卿
沁
王
の
妃
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
蒙
古
の
各
旗
の
王
は

ほ
と
ん
ど
皆
、
清
の
閣
閣
を
要
っ
た
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
は
満
人
の
閣
閣

が
子
供
を
産
む
の
は
稀
で
、
蒙
古
人
は
ロ
ム
に
「
満
人
の
閣
閣
た
ち
は
子
供
を
産
ま

な
い
よ
う
に
薬
を
飲
ん
で
い
る
」
と
言
い
合
っ
た
。
蒙
古
の
ノ
ヤ
ン
は
妾
が
産
ん
だ

子
供
を
、
本
妻
が
産
ん
だ
子
供
と
名
乗
っ
て
報
告
し
、
後
に
父
た
る
ノ
ャ
ン
の
爵
位

を
相
続
さ
せ
た
。

以
上
は
蒙
古
の
王
侯
の
婚
姻
習
俗
と
そ
の
歩
み
、
代
合
蒙
古
人
同
士
で
婚
姻
を
結

ぶ
習
俗
と
満
人
と
の
通
婚
し
た
歴
史
を
調
べ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

第
十
章
平
民
婚
姻

女
性
の
結
婚
年
齢
は
十
七
歳
か
ら
二
十
一
歳
ま
で
で
あ
る
。
男
性
の
そ
れ
は
十
八

歳
か
ら
二
十
五
歳
で
あ
る
。
も
し
女
性
も
男
性
も
そ
の
年
齢
を
過
ぎ
て
も
結
婚
し
て

い
な
い
場
合
は
、
結
婚
の
機
会
を
失
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
が
あ

る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
が
二
十
歳
前
後
で
結
婚
す
る
。
そ
し
て
今
は
夫
が
年
上
、
妻
が

年
下
と
さ
れ
る
が
、
昔
は
結
婚
相
手
の
年
齢
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
。
今

の
よ
う
に
男
性
の
方
が
年
上
で
あ
る
こ
と
が
良
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
佛

教
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
に
よ
れ
ば
女
性
の
身
体
が
成
熟
す
る
の
は
十
三
歳

で
、
男
性
は
十
五
歳
で
成
熟
す
る
。
こ
の
よ
う
な
生
物
の
成
熟
す
る
原
理
に
基
づ
い

て
、
女
性
は
十
七
歳
に
な
る
と
妻
に
な
る
資
格
を
得
、
男
性
は
十
八
歳
に
な
る
と
成

人
す
る
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
の
教
え
が
あ
る
た
め
に
、
蒙
古
人
は
結
婚

の
年
齢
を
男
性
は
十
八
歳
、
女
性
は
十
七
歳
の
時
が
一
番
良
い
と
考
え
た
。
男
性
が

結
婚
年
齢
を
過
ぎ
て
も
結
婚
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
チ
ヤ
ガ
ン
・
フ
プ
グ
ン
〔
白

い
息
子
〕
と
言
わ
れ
、
女
性
の
場
合
は
ウ
ラ
ン
・
ウ
ヒ
ン
〔
赤
い
娘
〕
と
言
う
。
生

涯
結
婚
し
な
か
っ
た
男
性
は
ガ
ニ
、
女
性
は
ム
チ
ド
と
呼
ば
れ
た
。

婚
姻
習
俗
と
し
て
は
、
仲
人
は
ト
ゥ
グ
ス
・
フ
ン
〔
顔
の
目
鼻
立
ち
が
整
っ
た
人
〕

が
行
い
、
両
家
に
婚
姻
の
連
絡
を
す
る
。
ト
ゥ
グ
ス
・
フ
ン
は
結
婚
し
て
子
供
も
い

て
、
両
親
も
健
在
な
人
で
あ
る
。
私
生
児
や
寡
男
、
目
鼻
立
ち
の
整
っ
て
な
い
人
、

及
び
ラ
マ
僧
、
尼
は
仲
人
に
は
な
れ
な
い
。
仲
人
の
年
齢
は
三
十
歳
以
上
で
、
歳
を

と
っ
た
人
が
一
番
良
い
。

そ
し
て
嫁
を
迎
え
る
側
は
仲
人
と
し
て
ト
ゥ
グ
ス
・
フ
ン
に
、
娘
の
い
る
家
に
行

っ
て
婚
姻
を
頼
ん
で
も
ら
う
。
し
か
し
仲
人
は
す
で
に
結
婚
が
決
ま
っ
て
い
る
人
を

他
の
人
に
は
紹
介
し
な
い
。
ま
た
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
男
性
に
も
う
一
人
女
性
を

嫁
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
姪
を
甥
の
嫁
に
も
し
な
い
し
、
気
が
合
わ
な

い
夫
婦
の
間
に
た
っ
て
、
離
婚
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
仲
人
は
非
常
に
用
心
す
る
。

蒙
古
で
は
姪
を
甥
が
嫁
に
迎
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
母
親
の
妹
を
甥
が
嫁

－２１７－



辻：羅布桑却丹著『蕊古風俗録』（二）
に
迎
え
る
こ
と
は
あ
り
、
父
子
二
人
で
姉
妹
二
人
と
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
し
た
例
も
あ
る
。

漢
人
の
慣
習
で
は
弟
が
兄
の
嫁
と
結
婚
す
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
叔
父
の

妻
が
若
く
し
て
未
亡
人
と
な
っ
て
も
、
甥
が
嫁
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
必
ず

ほ
か
の
人
と
結
婚
さ
せ
る
。
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