
特集・方法としての祭

一
、
ヤ
ミ
族
に
つ
い
て

中
華
民
国
台
湾
省
は
政
治
・
経
済
・
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て

漢
民
族
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
民
族
だ
け
の
単
一

民
族
国
家
で
は
な
い
。
総
人
口
二
千
万
の
中
の
わ
ず
か
二
％
程
度
で
し
か
な
い

が
、
日
本
支
配
の
時
代
に
は
高
砂
族
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
山
地
同
胞
あ
る
い
は

高
山
族
と
通
称
さ
れ
る
少
数
民
族
九
種
族
を
抱
え
る
国
で
あ
る
。
高
山
族
と
い

う
通
称
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
殆
ど
の
種
族
は
比
較
的
山
岳
地
帯
に
居
住
し
て
い

る
。
例
外
は
東
海
岸
平
野
部
に
住
む
ア
ミ
族
と
、
台
東
市
東
南
海
上
の
島
ラ
ン

ュ
に
住
む
ヤ
ミ
族
と
で
あ
る
。
ヤ
ミ
族
が
他
の
八
種
族
と
異
な
る
の
は
、
そ
の

立
地
条
件
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
農
耕
だ
け
で
な
く
島
を
取
り
巻
く
幸
豊

か
な
海
洋
を
も
生
業
の
場
と
す
る
民
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
辺
販
の
地
と
い

う
こ
と
の
上
に
、
日
本
時
代
に
は
保
護
を
目
的
と
し
た
隔
離
政
策
も
あ
っ
て
、

ヤ
ミ
族
は
他
と
の
大
き
な
文
化
接
触
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
き
た
。

ラ
ン
ュ
は
そ
れ
で
自
立
し
て
い
け
る
満
ち
足
り
た
島
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
変
貌
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
北
京
語
に
よ
る
義

務
教
育
の
定
着
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
、
電
気
・
ガ
ス
さ
ら
に
は
一
部
の
青
年
公

務
員
層
だ
け
で
は
あ
る
が
ビ
デ
オ
や
カ
ラ
オ
ケ
ま
で
も
普
及
し
て
き
て
い
る
。

ヤ
ミ
族
の
「
心
・
言
葉
。
歌
」

特
集
・
方
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と
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て
の
祭

βゞ

伝
統
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
順
守
す
る
老
人
達
と
の
隔
た
り
は
驚
く
ば
か
り
で

あ
る
。
変
貌
は
当
然
の
成
り
行
き
か
も
し
れ
な
い
。
変
貌
を
受
け
入
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
そ
の
文
化
が
滅
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
外
者
の
目
に
多
少
と
も
気

が
か
り
な
こ
と
は
、
変
貌
が
単
に
現
代
文
明
の
利
便
さ
の
享
受
と
い
う
こ
と
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
も
す
る
と
文
化
そ
の
も
の
で
あ
る
言
語
ま
で
も
が
忘
れ

去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ヤ
ミ
語

は
バ
シ
ー
海
峡
を
は
さ
ん
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
イ
ト
バ
ヤ
ッ
ト
島
・
イ
ヴ
ァ
タ

ン
島
の
言
語
と
同
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
バ
シ
ィ
ッ
ク
諸
語
と
一
括
さ
れ
る
言
語

で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
言
語
に
習
熟
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
支
配
時

代
蕃
童
教
育
所
で
日
本
語
を
勉
強
さ
せ
ら
れ
た
世
代
を
通
じ
て
ヤ
ミ
族
の
文
化

に
触
れ
た
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
本
稿
の
限
界
が
あ
ろ
う
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て

お
く
。
本
稿
で
は
こ
の
言
語
を
話
す
人
女
が
現
代
文
明
の
利
便
さ
に
ど
っ
ぷ
り

と
浸
か
っ
た
我
々
と
い
か
に
異
な
る
言
語
観
を
有
し
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
そ

の
言
語
観
の
も
と
で
歌
が
ど
ん
な
表
現
を
と
る
の
か
、
歌
う
と
い
う
こ
と
は
ど

（１）

ん
な
社
会
的
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
ゑ
た
い
。

二
、
念
う
こ
と
と
口
に
す
る
こ
と

後
拾
遺
集
で
和
泉
式
部
は
「
も
の
お
も
へ
ぱ
さ
は
の
ほ
た
る
も
わ
が
承
よ
り

皆

川

隆
■ﾛ■■■■
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ヤミ族の「心・言葉・歌」

あ
く
が
れ
い
づ
る
た
ま
か
と
ぞ
み
る
」
と
歌
っ
て
い
た
が
、
ヤ
ミ
族
も
同
様
な

霊
魂
観
を
持
つ
。
だ
が
、
あ
て
も
無
く
ぼ
ん
や
り
と
物
念
い
に
耽
け
っ
て
い
る

に
し
ろ
、
内
省
的
に
何
か
を
じ
っ
と
考
え
て
い
る
に
し
ろ
、
一
人
自
分
の
心

含
ロ
巴
Ⅱ
オ
ヌ
ッ
ル
）
の
中
に
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
し
ま
っ
た
風
情
を
ヤ
ミ
族
の

老
人
は
人
の
健
康
な
姿
と
考
え
な
い
。
霊
魂
令
昌
且
Ⅱ
パ
ー
ル
）
が
体
か
ら
（２）

遊
離
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
念
い
つ
め
た
風
を
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

単
に
遊
離
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
ん
な
時
大
概
は
死
霊
（
目
言
Ⅱ
ア

ー
ト
）
に
霊
魂
を
弄
ば
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
物
念
う
所
作
は
精
神
の
危
機

的
状
況
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ミ
族
は
そ
ん
な
時
の
精

神
状
態
を
日
胃
呂
９
口
鼻
の
日
Ⅱ
マ
ラ
ウ
ッ
ト
ナ
ク
ン
ム
と
称
し
て
い
る
。

目
胃
号
禺
は
悪
い
、
目
鼻
の
日
は
念
い
・
念
う
．
考
え
．
考
え
る
．
気
分
・
心

（３）

理
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
全
体
で
は
「
悪
い
心
理
状
態
」
と
で
も
翻
訳
で
き

よ
う
。
“
ロ
言
に
霊
魂
を
奪
わ
れ
て
目
胃
号
風
目
鼻
の
日
の
状
態
に
あ
る
人

は
、
周
り
の
人
灸
か
ら
忌
避
さ
れ
る
。
周
囲
に
危
険
を
撒
き
散
ら
す
か
ら
だ
と

言
う
。
霊
魂
を
連
れ
去
ら
れ
た
危
機
的
精
神
に
は
様
灸
な
悪
い
想
念
が
孕
ま
れ

る
。
悪
い
想
念
（
日
胃
呂
風
目
鼻
の
ｇ
は
悪
い
言
葉
（
日
胃
号
ｇ
ｏ
三
侭
ゞ

日
画
口
隠
ぐ
昌
餌
９
国
侭
）
を
生
承
出
そ
う
。
人
を
呪
う
よ
う
な
言
葉
の
こ
と
で

あ
る
。
危
機
的
精
神
は
危
機
的
言
語
を
生
み
落
と
す
と
言
え
ば
忌
避
の
態
度
を

了
解
で
き
よ
う
か
。

し
か
し
、
心
と
言
葉
を
因
果
関
係
で
捉
え
て
し
ま
っ
て
は
ヤ
ミ
族
の
人
灸
の

言
語
観
と
は
違
っ
て
し
ま
う
。
口
禺
の
日
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
し
て
承
よ

う
。
目
鼻
①
目
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
人
の
心
的
行
為
や
心
的
状
態
を
表
わ
す

語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
と
し
て
「
話
す
」
（
。
冨
侭
Ⅱ
チ
リ
ン
）
・
「
歌
う
」

（
四
国
号
＆
Ⅱ
ア
ノ
ウ
ッ
ル
）
の
代
用
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

る
。
愚
冨
日
は
心
的
行
為
と
同
時
に
表
現
行
為
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

又
、
目
國
国
璽
侭
Ⅱ
言
一
リ
ン
と
い
う
語
が
あ
る
。
ｏ
冨
凋
Ⅱ
チ
リ
ン
と
同
じ

く
、
普
通
に
は
「
話
す
・
言
う
」
と
い
っ
た
人
の
表
現
行
為
を
意
味
す
る
語
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
と
し
て
、
「
念
う
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
語
な
の
で
あ
る
。
ロ
鼻
①
日
Ⅱ
ナ
ク
ン
ム
と
は
丁
度
逆
に
、
普
通
に
は
表
現
行

為
を
意
味
す
る
語
が
時
に
心
的
行
為
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返

せ
ば
、
ヤ
ミ
語
で
は
、
心
と
言
葉
が
、
念
う
こ
と
と
話
す
こ
と
と
が
同
一
の
語

に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

言
葉
は
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
定
家
が
「
い
か
に
し
て
い
か
に
し
ら
せ
む
と
も
か
く
も
い
は
ぱ
な
く
て

の
こ
と
の
は
葉
ぞ
か
し
」
と
歌
っ
た
よ
う
に
、
心
を
、
心
の
中
の
想
念
を
、
言
葉
で

表
現
す
る
こ
と
に
は
常
に
も
ど
か
し
さ
じ
れ
っ
た
さ
が
付
き
ま
と
う
。
い
か
に

有
効
な
伝
達
手
段
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
完
壁
な
伝
達
手
段
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
「
と
も
か
く
も
言
は
ぱ
な
く
て
の
言
の
葉
ぞ
か
し
」
と
い
う

煩
悶
は
、
手
段
は
あ
く
ま
で
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
操
作
す

る
意
思
本
体
と
は
全
く
別
個
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い

る
。
言
わ
ば
、
「
心
牝
言
葉
」
と
い
う
の
が
我
々
の
言
語
観
に
な
ろ
う
。
し
か

し
、
ヤ
ミ
族
の
人
女
に
と
っ
て
心
と
言
葉
の
間
に
隔
た
り
は
殆
ど
無
い
。
「
心

Ⅱ
言
葉
」
、
あ
る
い
は
「
心
川
言
葉
」
と
図
式
化
で
き
る
。

「
心
什
言
蓋
盃
と
す
る
認
識
で
は
「
自
分
の
言
っ
た
こ
と
に
責
任
を
持
て
」

と
い
う
の
が
教
訓
に
な
ろ
う
。
そ
の
教
訓
は
「
心
Ⅱ
言
葉
」
と
い
う
認
識
で

は
、
同
時
に
、
「
自
分
の
念
っ
た
こ
と
に
責
任
を
持
て
」
と
い
う
意
味
を
も
合

わ
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
。
次
節
で
述
べ
る
こ
と
だ
が
、
ヤ
ミ
族
の
人
戈
に
と
っ

て
言
葉
は
槍
と
同
じ
く
殺
傷
力
を
持
つ
。
呪
い
の
言
葉
も
予
祝
の
言
葉
も
今
な

お
生
き
て
い
る
。
「
言
っ
た
こ
と
に
責
任
を
持
て
」
ぱ
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、

裏
返
し
て
言
え
ば
口
に
さ
え
し
な
け
れ
ば
ど
ん
な
誇
大
妄
想
も
ど
ん
な
呪
い
も
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特集・方法としての祭

三
、
言
葉
の
槍

ヤ
ミ
族
の
言
語
観
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
言
葉
が
槍
や
刀
と
同
様

強
力
な
武
器
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
い
か
な
る
文
化
に
あ
っ
て
も

雄
弁
は
人
の
心
を
動
か
そ
う
。
が
、
ヤ
ミ
族
の
言
葉
は
人
の
心
の
承
な
ら
ず
人

の
命
を
左
右
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
人
の
命
だ
け
で
は
な
い
。
眼
前
の
現
実

に
も
力
を
発
揮
す
る
。
言
葉
に
呪
力
が
あ
る
と
言
え
ば
わ
か
り
易
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
ヤ
ミ
族
の
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
け
っ
し
て
説
明
不
可
能
な
神
秘

的
力
と
い
う
の
で
は
な
い
。
説
明
不
要
な
自
明
の
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

（１）

は
以
前
す
で
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
も
う
一
度
言
葉
に
つ
い
て
の
シ
ャ

プ
ン
・
マ
ニ
’
二
ワ
ン
翁
（
台
湾
名
施
利
賜
）
の
説
明
を
引
用
し
て
承
る
。

許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
が
、
「
心
Ⅱ
言
葉
」
と
い
う
認
識
で
は
そ
れ
は
許

さ
れ
な
い
。
呪
い
の
念
い
を
抱
く
こ
と
は
呪
い
の
言
葉
を
吐
く
こ
と
と
同
価
な

の
だ
。
発
声
さ
れ
た
か
ど
う
か
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
い
。
呪
い
の
言

葉
が
殺
傷
力
を
持
つ
な
ら
、
呪
い
の
念
い
も
そ
れ
だ
け
で
同
様
に
危
険
な
の
で

あ
る
。
先
に
、
昌
胃
号
興
国
鼻
①
日
の
疎
ま
れ
る
事
情
を
、
悪
い
想
念
が
悪
い

言
葉
を
「
生
承
落
と
す
」
と
い
っ
た
説
明
を
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
想
念
（
単
に
「
心
」
と
言
っ
て
も
よ
い
）
が
言
葉
と
異
な
る
範
鴫
の
言
語
観

で
見
た
解
釈
と
な
ろ
う
。
目
鼻
①
日
（
あ
る
い
は
、
白
目
冨
侭
）
は
そ
の
両
者
を

同
範
鴫
で
捉
え
て
い
る
語
な
の
で
あ
る
。
ヤ
ミ
族
の
言
語
観
に
則
し
て
言
う
な

ら
ば
、
危
機
的
精
神
に
孕
ま
れ
た
危
険
な
想
念
は
、
想
念
の
音
声
化
さ
れ
た
結

果
で
あ
る
危
険
な
言
葉
と
同
価
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

言
葉
は
槍
と
同
じ
で
あ
る
。
槍
が
突
き
刺
さ
れ
ば
人
は
死
ぬ
で
は
な
い

か
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
悪
口
（
日
自
彊
く
畠
働
９
口
侭
．
ｇ
胃
呂
里
幽

●

●

蕃
童
教
育
所
で
四
年
間
日
本
語
教
育
を
受
け
て
い
る
シ
ャ
プ
ン
・
言
一
一
ニ

ワ
ン
は
日
本
語
を
き
わ
め
て
巧
ゑ
に
話
す
老
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
彼

が
用
い
た
「
悪
口
」
と
い
う
日
本
語
は
我
々
の
用
い
方
と
多
少
ズ
レ
が
あ
る
。

。
冨
侭
は
言
葉
と
か
話
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
目
目
頤
豊
昌
は
暴
力
を
伴

わ
な
い
口
に
よ
る
言
い
争
い
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
他
人
と
の
言
い
争
い
で

つ
い
カ
ツ
と
な
り
口
に
す
る
よ
う
な
罵
り
言
葉
や
呪
う
よ
う
な
言
葉
、
そ
れ
が

こ
こ
で
言
う
悪
口
（
日
自
彊
ぐ
畠
働
・
胃
』
侭
．
目
胃
呂
２
画
・
三
国
巴
で
あ
る
。

例えば、
１
日
◎
丙
豐
日
用
Ⅱ
モ
カ
ポ
ラ
ス

２
日
。
冨
弄
岸
畠
Ⅱ
モ
カ
キ
タ
イ

と
い
っ
た
日
目
鳴
く
畠
“
・
冨
侭
が
あ
る
。
目
ｏ
は
二
人
称
で
「
お
前
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
川
の
言
ぐ
。
日
切
は
葉
が
落
ち
る
こ
と
、
側
の
冨
寓
冨
昌

は
刈
り
取
ら
れ
て
積
ま
れ
た
草
が
萎
れ
て
行
く
様
を
意
味
す
る
。
結
局
、
川
は

葉
が
地
面
に
枯
れ
落
ち
る
よ
う
に
、
お
前
の
体
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
、
側
は

刈
り
取
ら
れ
た
草
が
萎
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
お
前
の
体
も
そ
う
な
っ
て
し
ま

え
と
言
っ
た
意
味
に
な
る
。
こ
の
二
例
に
限
ら
ず
目
目
頤
豊
畠
餌
・
目
侭
と

し
て
ヤ
ミ
族
が
忌
永
嫌
う
表
現
は
多
く
の
場
合
が
死
の
隠
職
な
の
で
あ
る
。
言

葉
は
槍
だ
と
い
う
鋭
い
言
語
感
覚
を
持
つ
人
々
が
、
そ
う
し
た
隠
嚥
を
忌
ゑ
嫌

う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

言
葉
の
槍
を
突
き
刺
さ
れ
る
の
は
喧
嘩
の
時
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

。
昼
侭
）
を
言
う
と
、
そ
の
悪
口
は
相
手
に
突
き
刺
さ
っ
て
、
相
手
を
殺

し
て
し
ま
う
。
悪
口
を
投
げ
つ
け
れ
ば
、
相
手
も
必
ず
言
い
返
し
て
く
る

も
の
だ
。
言
い
返
さ
れ
れ
ば
、
自
分
も
胸
に
槍
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
け
っ
し
て
悪
口
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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ヤミ族の「心・言葉・歌」

四
、
贈
答
歌
の
表
現

言
葉
の
槍
は
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
人
を
呪
う
よ
う
な
場
面
で
だ
け
効
力

を
発
揮
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
病
気
治
療
・
疫
病
払
い
・
雨
や
ら
い
・
豊
穣
の

予
祝
と
い
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
・
マ
ジ
ッ
ク
的
効
力
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
発
揮
す

（５）

る
。
昌
ぐ
胃
畠
Ⅱ
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
と
呼
ば
れ
る
祝
い
事
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
は
船
体
に
彫
刻
と
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
た
チ
ヌ
リ
ク
ラ
ン
と
い
う

あ
る
人
が
酒
を
飲
ん
だ
勢
い
で
、
仮
り
に
「
お
前
は
貧
乏
人
だ
ね
え
」
な
ど
と

他
人
を
潮
笑
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
ヤ
ミ
族
は
台
湾
の
他
の

少
数
民
族
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
頭
目
と
い
う
存
在
を
戴
く
こ
と
の
無
か
っ
た
社

会
で
あ
る
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
獲
物
の
分
配
に
し
ろ
、
社
会
階
層

に
し
ろ
、
男
女
の
力
関
係
に
し
ろ
、
格
差
の
極
め
て
小
さ
な
社
会
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
逆
に
力
関
係
に
格
差
が
生
じ
る
よ
う
な
時
、
人
之
は
極
度
に
敏
感
に
な
る
。

劣
位
に
置
か
れ
た
者
は
優
位
に
立
と
う
と
す
る
者
に
非
常
に
競
争
心
・
嫉
妬
心
．

敵
槙
心
を
燃
や
す
。
ヤ
ミ
族
の
人
々
が
よ
く
口
に
す
る
云
目
目
呂
算
Ⅱ
イ
キ
ナ

ナ
ゥ
ッ
ト
と
い
う
語
は
そ
う
し
た
感
情
を
指
し
て
い
る
。
「
貧
乏
だ
ね
え
」
な

（４）

ど
と
噺
笑
さ
れ
た
人
間
は
詳
言
§
呂
輿
に
燃
え
盛
り
、
必
ず
や
悪
口
言
目
。

恩
ぐ
畠
四
・
三
国
巴
の
槍
を
突
き
刺
し
て
こ
よ
う
。

圧
倒
的
権
力
者
を
生
承
出
す
こ
と
が
無
か
っ
た
こ
の
社
会
で
は
、
劣
位
者
に

踵
め
ら
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
、
あ
る
意
味
で
は
極
め
て
自
尊
心
の
強
い

人
々
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
相
手
を
噺
笑
し
よ
う
な
ど
こ
れ
ぽ
つ
ち
も
思
っ
て

い
な
く
と
も
、
迂
關
な
自
慢
話
は
い
た
く
相
手
を
傷
つ
け
る
。
た
と
え
面
と
向

か
っ
て
槍
を
突
き
刺
し
て
こ
な
く
と
も
、
き
っ
と
陰
で
槍
が
投
げ
か
け
ら
れ
よ

う
。
ヤ
ミ
族
の
社
会
で
は
他
愛
の
な
い
自
慢
話
も
慎
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

船
を
建
造
し
た
時
と
か
、
三
味
線
の
溌
に
似
た
飾
柱
が
備
わ
っ
た
家
を
新
築
し

た
時
な
ど
に
開
か
れ
る
祝
い
事
で
あ
り
、
三
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
夜

を
徹
し
て
の
歌
会
、
ブ
タ
肉
・
ヤ
ギ
肉
・
タ
ロ
イ
モ
な
ど
賛
沢
な
御
馳
走
を
招

待
客
の
承
な
ら
ず
村
中
の
人
に
分
け
隔
て
な
く
大
盤
振
舞
い
す
る
こ
と
、
そ
し

て
船
な
ら
ば
船
霊
込
め
を
中
心
と
し
た
呪
術
儀
礼
、
家
な
ら
ば
飾
柱
の
前
で
演

じ
ら
れ
る
一
家
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
呪
術
儀
礼
の
三
要
素
で
あ
る
。

言
葉
の
力
が
ヤ
ミ
族
の
人
灸
に
意
識
さ
れ
る
の
は
呪
術
儀
礼
の
際
に
唱
え
ら

れ
る
様
々
の
呪
文
（
甘
苫
さ
旨
ロ
ｇ
Ⅱ
ト
ョ
ト
ョ
ヌ
ン
）
と
、
夜
を
徹
し
て
主
人

と
招
待
客
が
遣
り
取
り
す
る
歌
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
歌
に
は
国
ａ
Ⅱ
ラ
ウ

ッ
ル
と
目
呂
ａ
Ⅱ
ア
ノ
ウ
ッ
ル
の
二
タ
イ
プ
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
呪
文
（
ト

ョ
ト
ョ
ヌ
ン
）
や
悪
口
今
ガ
ヴ
ァ
イ
・
ァ
・
チ
リ
ン
）
に
劣
ら
ぬ
槍
の
威
力

を
発
揮
す
る
の
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ラ
ウ
ッ
ル
の
方
が
よ
り
本
格
の
歌

で
あ
り
威
力
も
勝
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
タ
イ
プ
の
歌
に
は
旋
律
上
・
語

（６）

彙
上
・
内
容
上
の
三
点
に
お
い
て
差
違
が
見
ら
れ
る
。
語
彙
に
つ
い
て
言
え

ば
、
ど
ち
ら
も
古
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ア
ノ
ウ
ッ
ル
の
古
語
に
比
べ

て
ラ
ウ
ッ
ル
の
古
語
は
歌
い
手
自
身
正
確
な
意
味
が
わ
か
っ
て
い
な
い
場
合
が

多
い
。
そ
れ
は
ラ
ウ
ッ
ル
が
何
代
か
前
の
祖
先
が
何
か
の
機
会
に
歌
っ
た
歌
、

あ
る
い
は
も
っ
と
前
の
伝
説
的
・
神
話
的
祖
先
が
歌
っ
た
と
す
る
も
の
を
本
歌

取
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
丸
ご
と
歌
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ノ
ウ
ッ
ル
で
用
い
ら
れ
る
語
よ
り
も
、
も
っ
と
古
い
時
代
の
語
で
あ
る
ら
し

い
の
だ
。
そ
れ
が
ま
た
、
ア
ノ
ウ
ッ
ル
と
の
歌
わ
れ
る
内
容
の
差
違
と
も
な
っ

て
い
る
。
ア
ノ
ウ
ッ
ル
は
簡
明
な
古
語
（
古
語
と
い
う
よ
り
、
日
常
会
話
に
用

い
な
く
な
っ
た
死
語
に
近
い
古
い
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し

れ
な
い
）
は
用
い
る
が
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
内
容
は
祖
先
の
人
生
で
な
く
、
自
分

の
見
聞
き
し
た
今
の
ヤ
ミ
族
の
生
活
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。
歌
会
の
席
で
祝
い
に
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特集・方法としての祭
相
応
し
い
ラ
ウ
ッ
ル
を
歌
い
こ
な
す
者
は
稀
で
あ
る
。

歌
会
は
日
常
の
言
語
生
活
以
上
に
細
心
の
心
配
り
が
要
求
さ
れ
る
。
一
九
八

五
年
三
月
四
日
イ
ラ
ラ
ラ
イ
村
シ
ャ
プ
ン
・
パ
ビ
ヌ
ン
家
の
改
築
祝
い
の
歌
会

を
例
に
と
る
。
ま
ず
は
、
他
村
か
ら
の
客
人
シ
ャ
プ
ン
・
シ
ル
グ
ン
の
ア
ノ
ウ

ッ
ル
を
紹
介
す
る
。

（
第
一
段
）
○
冒
冨
目
餌
○
目
色
昌
号
尋
色
言
巴
８
ｍ
・

伊
舜
汁
再
登
時
圧
咋
舜
グ
ー
敏
請

凶目餌○寓口餌○琶〆ｍ

ｂ画旦○斤ｍ○国四口．

母
舛
汁
高
辨
汁
蒋

○
望
凹
日
○
六
胃
胃
口
宍
①
面
、
己
○
君
働
ロ
Ｐ

伊
舜
汁
寓
檎
珊
ご

《
○
」
色
色
①
局
。
①
Ｈ
ｇ
①
Ｈ
ロ
ー
蝕
門
冒
口
回
国
》

ｇｏ

（
→
）
刈
刈
副
刈
や
バ
グ
が
１
ｓ
零
輪
〈

○国○Ｈ四尹訓四門口謀ヌロ］回国Ｑい］員昌○．

■

●

試
す
炉
曼
淋
で
バ
グ
が
シ
か
該
伊
舜
汁
蒔

（
第
二
段
）
○
ぐ
昼
畠
○
○
日
閉
巨
の
。
言
冨
言
“
ゞ

罫
・
渉
母
舜
汁
計
ｓ
蕊
が
川
外
ｓ
※
蒔

己〕ロー固固一ｍ己ローｍｍｍｐｐＯ四国一○ｍ“》

爺
Ｅ
弓
ご
Ｊ
八
〈
が
汁
詠
強
（
露
ｓ
噸
罫
）

宍卸ｐｏＨ国』。］凹笈Ｎ○丙、○①ロ旨。國尉色］。色再望ゆ愛激○℃

●

命

潤
謎
議
す
炉
謝
ｑ
昇
散
が
時
へ
Ⅶ
戦
（
Ｅ
緋
ｓ
噸
罫
）
節
汁
湾

口
○
四
門
目
Ｏ
ｐ
ｍ
“
己
再
昌
ｍ
Ｈ
ｍ
ｐ
凹
創
『
卸
。

●

ｌ
く
／
識
含
口
へ
州
ｅ
嚇
罫
）
隊
恥
〈
ｓ

］
く
い
○
口
Ｈ
ｐ
Ｏ
Ｑ
Ｏ
筒
口
回
の
仰
一
回
目
の
○
の
い
す
“
』
．

●片
隅
蒔
学
汁
斗
１
４
亀
）
叫
蒼
亨
舜
シ
誉
罫
丹

（
第
三
段
）
醒
昌
胃
①
国
の
』
ロ
○
○
く
い
ロ
○
白
雪
昌
餌
日
．

亀
）
田
瀧
ｓ
吾
ｑ
写
詳
さ
’
司
与
が

国桿Ｈ色○ぐ騨昌固》庁○℃』望幽冒ぬいロ胸“思い。

獣
舜
汁
ｓ
出
奔
腿
←
画
偏
薙
両
洋
が

こ
れ
に
対
し
て
、
主
人
シ
ャ
プ
ン
・
パ
ビ
ヌ
ン
の
歌
い
返
し
た
ア
ノ
ウ
ッ
ル

ー-《、
Ｉ

大
意
は
次
の
様
に
な
る
。

（
第
一
段
）
シ
ャ
プ
ン
・
パ
ビ
ヌ
ン
、
あ
な
た
は
海
へ
出
て
も
、
も
う
大
し

た
仕
事
が
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
陸
の
上
で
も
同
じ
で
す
。
あ
な
た

は
年
寄
り
な
ん
で
す
。
だ
っ
て
、
歩
く
時
さ
え
ヨ
ロ
ョ
ロ
し
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
ん
な
風
だ
か
ら
、
村
の
人
は
あ
な
た
を
笑
っ

て
見
て
い
ま
す
よ
。

（第一段）

（
第
三
段
）
頭
の
毛
が
真
白
に
ま
る
ま
で
、
ブ
ラ
プ
ラ
遊
ん
で
い
ら
れ
る
年

に
な
る
ま
で
、
長
生
き
し
て
下
さ
い
よ
。
あ
な
た
の
子
供
達
も
、
あ

な
た
同
様
長
生
き
す
る
よ
う
に
。

（
第
二
段
）
三
本
の
糸
を
撚
っ
て
作
っ
た
あ
な
た
の
太
い
釣
り
糸
、
そ
こ
に

大
き
な
魚
（
豚
の
警
喰
）
が
沢
山
掛
か
っ
て
き
ま
す
。
大
き
な
大
き

な
シ
イ
ラ
（
山
羊
の
善
哺
）
も
船
の
中
に
飛
び
込
ん
で
来
ま
す
。
そ

の
船
の
中
は
も
う
沢
山
の
魚
（
タ
ロ
イ
モ
の
警
職
）
で
一
杯
。

（
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
の
為
に
元
気
な
大
き
い
豚
・
山
羊
を
沢
山
用
意
し
ま

し
た
ね
。
そ
の
上
タ
ロ
イ
モ
も
ね
。
）

そ
し
て
、
そ
の
豚
の
肉
・
山
羊
の
肉
・
タ
ロ
イ
モ
を
き
れ
い
な
器
に

入
れ
て
、
帰
り
の
土
産
に
分
け
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。

日脚目餌］日○回目・ず①丙の冒穴色己騨ぐ巴旨）

●伊
舜
汁
。
届
、
代
乱
母
が

計ｏＱｍＨ口画一』ぐ口辱望画庁。○］Ｈ脚望ロロ》

●

鯛
、
び
き
ハ
ダ
が
１
ｓ
肺
魚
鈷
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ヤミ族の「心・言葉・歌」

（第二段ご《旨。…目篭言…雪．

（
首
韮
）
伊
舜
汁
寓
《
ロ
ｓ
骨
命

○四円』一○め画Ｈ口凹口駒画望○三弓“国。』、○○〕、奇妙

升
丞
（
覇
ｓ
螺
罫
）
糸
蒔
欝
〈
聖
〈
登

斥色目Ｏ門口》。］四二弓○斤の○①ロ卸四門煙］○》

潤
諭
副
蒔
騨
駁
時
へ
郡
（
Ｅ
部
ｓ
噸
罫
）

丙
煙
ロ
。
凰
口
四
丙
匹
○

℃再口卸吋ｍｐｍ愛Ｎ四》

減
潟
詠
（
、
ロ
ヘ
ボ
ｓ
噸
罫
）
鮮
峨
〈
ｓ

大
意
は
次
の
様
に
な
る
。

（
第
一
段
）
シ
ャ
プ
ン
・
シ
ル
グ
ン
、
あ
な
た
だ
っ
て
私
と
似
た
よ
う
な
も

ん
で
す
。
（
だ
っ
て
）
床
板
の
上
で
い
つ
も
ゴ
ロ
ン
と
寝
そ
べ
っ
て
い

る
ば
か
り
で
し
ょ
う
。
夏
の
い
い
天
気
の
時
で
も
。
怠
け
者
よ
。

（
第
二
段
）
シ
ャ
プ
ン
・
シ
ン
グ
ル
、
（
私
が
苦
労
し
て
用
意
し
た
豚
や
山

羊
・
芋
の
山
を
見
て
も
）
、
心
の
中
で
は
ち
っ
と
も
驚
い
て
い
な
い

で
し
ょ
う
。
強
い
力
で
グ
イ
グ
イ
引
っ
ぱ
る
大
き
な
魚
（
豚
の
こ
と
）

を
見
て
も
。
又
、
跳
び
は
ね
る
シ
イ
ラ
（
山
羊
の
こ
と
）
を
見
て
も
。

又
、
沢
山
の
飛
魚
（
タ
ロ
イ
モ
の
こ
と
）
を
見
て
も
。

（
だ
っ
て
、
シ
ャ
プ
ン
・
シ
ル
グ
ン
、
私
が
以
前
あ
な
た
の
ミ
ヴ
ァ

ｇｏ一餌一ｍ目“ぬ“己四門目国“二弓四目○斥卸夛討“ロ四℃

１
ｓ
尋
蝿
亨
岡
覇
営
パ
グ
が
淵
敷

○国○℃』ロ』ぐ働口戸目働函四匹四》

■

●

●

●

部
営
４
洋
豊
←
咋
嚥
門
叫
口
ｕ
ｑ
Ｆ
バ
グ
が

寓
目
、
○
吋
四
口
。
ロ
］
。
脚
言
○
斥
○
ロ
．

●己』ロｏ《○尹訓角口

卦
が
富
・
登
Ｆ
攪
が
丙
襄
臘
斗
が
ｎ
斤
母
舜
汁
ｓ
Ｅ

一
語
一
語
の
意
義
は
暖
昧
な
も
の
も
あ
る
が
、
大
意
は
そ
う
外
れ
て
い
な
い

は
ず
だ
。
客
の
贈
っ
た
歌
の
第
二
・
第
三
段
及
び
主
人
の
返
歌
第
二
段
を
見
て

も
ら
い
た
い
。
客
は
自
分
達
を
も
て
な
す
為
に
用
意
さ
れ
た
豚
や
山
羊
の
丸
々

と
肥
え
て
い
る
こ
と
、
タ
ロ
芋
の
量
の
多
い
こ
と
を
賞
め
讃
え
、
主
人
の
長
命

な
る
こ
と
を
予
祝
し
て
い
る
。
主
人
は
主
人
で
以
前
自
分
が
招
か
れ
た
時
の
ミ

ヴ
ァ
ラ
イ
の
豪
華
で
あ
っ
た
こ
と
を
讃
え
て
い
る
。
祝
い
事
に
相
応
し
い
歌
詞

で
あ
る
こ
と
は
我
々
外
者
に
も
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、
両
者
が
歌
っ
た
第
一

段
の
歌
詞
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
客
が
主
人
に
「
あ
な
た
は
も
う
老
い
毫
れ
て

仕
事
ど
こ
ろ
か
歩
く
の
さ
え
や
つ
と
じ
ゃ
な
い
か
」
と
こ
き
お
ろ
せ
ば
、
主
人

は
主
人
で
「
あ
ん
た
だ
っ
て
、
仕
事
も
し
な
い
で
い
つ
も
・
コ
ロ
ゴ
ロ
怠
け
て
い

る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
い
返
す
。
ヤ
ミ
族
に
と
っ
て
言
葉
は
槍
で
あ
り
、
槍
の

中
で
も
殊
に
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
刃
先
を
持
つ
の
が
歌
で
あ
っ
た
。
し
か
も
極
め

て
プ
ラ
イ
ド
高
い
人
々
で
あ
る
。
祝
い
の
席
で
何
故
こ
う
し
た
遣
り
取
り
が
許

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
が
特
に
親
密
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
こ
う
し
た

応
酬
が
戯
れ
言
と
し
て
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ

の
歌
会
で
は
右
の
様
な
段
誉
双
方
を
歌
い
込
む
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
る
の
だ
。

五
、
賞
讃
の
危
険

シ
ャ
プ
ン
・
パ
ビ
ヌ
ン
家
の
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
シ
ャ
プ

ン
・
マ
｝
一
ニ
ュ
ワ
ン
（
台
湾
名
施
利
賜
）
は
私
に
こ
う
話
し
て
く
れ
た
。

ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
に
招
か
れ
た
客
は
、
主
催
者
を
た
だ
賞
め
讃
え
る
だ
け
で

ラ
イ
に
招
か
れ
た
時
）
あ
な
た
は
一
生
懸
命
山
を
開
懇
し
て
、
（
私

以
上
に
）
、
沢
山
の
タ
ロ
芋
を
用
意
し
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
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特集・方法としての祭

ヤ
ミ
族
の
言
語
観
か
ら
す
れ
ば
碇
し
過
ぎ
が
相
手
の
運
勢
を
引
き
下
げ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
の
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
賞
め
過
ぎ
も
ま
た
身
の

危
険
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

（７）

ヤ
ミ
族
の
社
会
で
は
離
婚
・
再
婚
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
五
・
六
回
程

度
の
経
験
者
は
珍
し
く
な
い
。
そ
う
し
た
社
会
背
景
も
あ
っ
て
ヤ
ミ
族
の
伝
説

に
は
継
子
い
じ
め
認
が
か
な
り
目
立
つ
。
誰
の
身
の
周
り
に
も
一
人
や
二
人
恨

承
や
妬
承
の
念
を
残
し
て
ア
ー
ト
と
な
っ
た
庶
兄
姉
が
い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ミ

族
の
信
仰
で
は
死
霊
が
や
が
て
祖
霊
へ
神
へ
と
昇
華
す
る
過
程
を
辿
る
こ
と
は

な
い
。
庶
兄
妹
の
承
な
ら
ず
、
概
し
て
死
霊
ァ
’
一
ト
は
生
者
か
ら
疎
ん
ぜ
ら
れ

忌
避
さ
れ
る
。
生
者
に
振
り
か
か
っ
て
く
る
不
幸
は
決
ま
っ
て
ァ
’
一
ト
の
妬
承

が
原
因
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

金
持
ち
だ
、
偉
い
人
だ
と
賞
め
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
と
長
生
き
で
き
な
い

も
の
だ
。
段
々
と
運
勢
が
衰
え
て
い
く
も
の
だ
。
ァ
’
一
卜
（
死
霊
）
が
賞

め
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
の
を
聞
い
て
イ
キ
ナ
ナ
ウ
ッ
ト
（
嫉
妬
心
・
敵
偏

心
）
す
る
の
だ
。

は
駄
目
だ
。
勿
論
馬
鹿
に
す
る
だ
け
の
歌
も
駄
目
だ
。
二
割
く
ら
い
鹿
し

て
、
八
割
く
ら
い
賞
め
讃
え
る
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
は
槍
と

同
じ
だ
か
ら
、
碇
し
過
ぎ
れ
ば
相
手
の
運
勢
（
色
匡
農
）
を
引
き
下
げ
て

し
ま
う
。
そ
ん
な
歌
を
唱
え
ば
主
催
者
と
す
ぐ
に
喧
嘩
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
か
と
言
っ
て
、
た
だ
賞
め
る
だ
け
の
歌
も
主
催
者
を
怒
ら
せ
る
こ
と

に
な
る
。
賞
め
過
ぎ
の
歌
を
掛
け
ら
れ
る
と
、
主
催
者
は
自
分
の
身
が
危

な
い
と
思
う
か
ら
だ
。

と
イ
キ
ナ
ナ
ウ
ッ
ト
す
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

段
誉
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
ヤ
ミ
族
の
作
歌
方
法
は
ア
ー
ト
（
死

霊
）
の
イ
キ
ナ
ナ
ウ
ッ
ト
（
妬
承
）
を
避
け
た
い
と
い
う
心
意
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
生
者
に
と
っ
て
の
他
者
が
死
霊
で
あ
る
。
が
、
生
者
の
世
界
だ
け
で
見

れ
ば
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
・
ア
・
タ
オ
に
と
っ
て
の
他
者
は
村
人
達
と
な
る
。
ミ
ヴ
ァ

ラ
イ
の
歌
会
の
出
席
者
全
て
が
他
者
で
あ
る
。
平
等
に
慣
れ
き
っ
た
ヤ
ミ
族
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
生
者
で
あ
ろ
う
と
死
者
で
あ
ろ
う
と
他
者
の
妬
承
の
「
念

い
」
は
極
力
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

賞
め
讃
え
る
だ
け
の
歌
が
喧
嘩
に
な
っ
て
し
ま
う
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
ヤ
ミ
族
の
運
勢
観
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
は
槍
な
の
だ
か
ら

賞
め
讃
え
る
歌
を
掛
け
ら
れ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
賞
め
ら
れ
た
方
面
の
運
勢
は

自
分
は
子
供
の
時
か
ら
義
父
に
虐
め
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
食
べ

物
と
言
え
ば
一
番
ま
ず
い
所
ば
か
り
、
食
器
と
言
へ
ぱ
欠
け
た
皿
や
古
く

な
っ
た
鉢
、
漁
に
出
れ
ば
海
へ
突
き
落
と
さ
れ
て
な
か
な
か
船
に
入
れ
て

も
ら
え
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
挙
句
の
果
て
が
、
長
生

き
す
る
こ
と
も
な
く
若
く
し
て
ア
ー
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
な
の

に
弟
の
お
前
は
ど
う
か
。
ぬ
く
ぬ
く
何
不
自
由
な
く
育
て
ら
れ
、
家
を
建

て
船
を
造
り
何
度
も
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
を
し
た
。
村
の
人
は
皆
お
前
の
こ
と
を

目
弓
胃
畠
鈎
国
司
。
Ⅱ
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
・
ア
・
タ
オ
（
画
は
接
続
辞
、
国
司
ｏ

は
人
、
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
を
開
く
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
呼
ば
れ
る

こ
と
は
ヤ
ミ
族
の
男
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
る
）
と
賞
め
そ
や
す
。
少
し
は

兄
の
私
を
懐
し
ゑ
偲
ぶ
気
持
ち
を
持
っ
て
く
れ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
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ヤミ族の「心・言葉・歌」

か
り
に
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
素
晴
し
い
運
勢
を
誇
っ
た
人
が
い
た
と
し
よ
う
。

シ
ャ
プ
ン
・
言
三
ユ
ワ
ン
の
嘆
い
た
子
宝
に
も
恵
ま
れ
、
多
く
の
水
田
を
持

ち
、
多
く
の
豚
や
山
羊
を
飼
育
し
、
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
・
ア
・
タ
オ
と
し
て
男
達
の

尊
敬
を
得
、
女
達
の
信
頼
も
得
る
様
な
男
が
で
あ
る
。
ヤ
ミ
族
の
人
生
哲
学
で

は
、
そ
う
し
た
い
か
に
順
風
満
帆
に
人
生
を
歩
ん
だ
男
が
い
た
と
し
て
も
そ
の

運
勢
は
そ
の
男
一
代
限
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
供
の
代
、
孫
の
代
に
は
き
っ
と

そ
の
一
族
は
滅
ん
で
し
ま
お
う
。
ヤ
ミ
族
の
口
頭
伝
承
に
は
そ
う
し
た
結
末
を

よ
り
上
昇
し
て
行
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
方
面
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。

限
定
さ
れ
た
方
面
だ
け
だ
と
し
て
も
、
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る

こ
と
が
よ
り
積
承
重
な
っ
て
来
る
の
な
ら
ば
そ
れ
は
大
い
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
の

よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
ヤ
ミ
族
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
あ
る
方
面
で
急
激
に

プ
ラ
ス
が
増
大
す
れ
ば
、
必
ず
別
の
あ
る
方
面
で
は
マ
イ
ナ
ス
量
が
大
き
く
な

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ャ
プ
ン
・
マ
’
三
ユ
ワ
ン
自
身
の
懐
古
談
で
あ
る
。

私
は
結
婚
す
る
前
多
く
の
女
に
愛
さ
れ
た
。
女
達
が
始
終
私
の
所
へ
遊
び

に
来
て
い
た
。
又
、
私
は
働
き
者
だ
っ
た
の
で
イ
モ
水
田
も
沢
山
開
墾
し

た
。
ヤ
ミ
族
の
者
が
ま
だ
誰
も
台
北
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
時
、
最
初
に

台
北
に
行
っ
た
の
も
私
だ
っ
た
。
友
人
に
連
れ
ら
れ
て
東
京
ヘ
ャ
ミ
の
歌

を
唱
い
に
行
っ
た
の
も
私
だ
け
だ
っ
た
。
ヤ
ミ
族
を
研
究
す
る
外
国
人
は

日
本
人
で
も
台
湾
人
で
も
ア
メ
リ
カ
人
で
も
ゑ
ん
な
私
の
所
へ
話
を
聞
き

に
来
る
。
こ
れ
は
私
の
運
勢
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
分
、
逆
に
駄
目
に
な
っ
た
所
も
あ
る
。
私
の
子
供
は
五
人

も
死
ん
で
い
る
。
女
に
好
か
れ
、
イ
モ
田
も
多
く
持
ち
、
外
国
人
に
も
信

望
を
得
た
。
し
か
し
、
子
宝
に
だ
け
は
恵
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
ラ
ウ
ッ
ル
の
中
に
、
亡
き
死
者
が
生
前
何
度
も
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
を
開
い
た

こ
と
が
歌
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ヤ
ミ
族
に
と
っ
て
幸
福
の
典
型
は
、
一
生
懸

命
働
い
て
田
畑
を
増
や
し
山
羊
・
豚
を
殖
や
し
、
そ
し
て
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
の
宴
を

何
度
も
開
催
し
、
孫
や
曽
孫
の
代
ま
で
長
生
き
す
る
と
い
う
所
に
あ
る
。
ミ
ヴ

ァ
ラ
イ
を
何
度
開
催
で
き
る
か
が
ヤ
ミ
族
の
人
左
の
最
大
関
心
事
な
の
で
あ

六
、
歌
う
こ
と
の
意
味

ヤ
ミ
族
で
は
孫
の
代
曽
孫
の
代
ま
で
長
生
き
し
た
老
人
は
個
有
名
詞
で
は
な

く
、
遇
ｇ
ｇ
言
庁
目
（
シ
ャ
プ
ン
・
コ
タ
乙
と
か
“
ご
凋
昌
（
シ
・
ル
グ
イ
）

と
普
通
名
詞
で
呼
ば
れ
る
。
「
長
老
」
と
か
「
翁
」
と
い
っ
た
よ
う
な
尊
称
に

な
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
老
人
が
つ
い
に
天
寿
尽
き
た
と
い
う
時
に
は
、
埋
葬
の

翌
日
、
死
者
の
長
男
な
ど
が
次
の
様
な
国
ａ
Ⅱ
ラ
ウ
ッ
ル
を
歌
う
こ
と
が
あ

》〈》。 辿
る
こ
と
に
な
っ
た
一
族
の
話
が
以
上
の
様
な
教
訓
を
引
き
出
さ
れ
な
が
ら
語

り
継
が
れ
て
い
る
。
賞
め
ら
れ
す
ぎ
る
こ
と
は
、
他
の
運
勢
、
あ
る
い
は
子
や

孫
の
運
勢
を
損
ね
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

惜
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
今
は
亡
き
あ
な
た
よ
・
生
前
の
あ
な
た
は
何
と
よ

く
働
い
た
こ
と
か
。
家
も
建
て
た
。
マ
カ
ラ
ン
（
納
屋
兼
作
業
小
屋
）
も

建
て
た
。
そ
ん
な
時
に
は
い
つ
も
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
を
し
た
。
他
村
の
人
と
ど

ち
ら
が
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
を
多
く
や
る
か
競
い
あ
っ
た
も
の
だ
。
亡
き
人
よ
・

あ
な
た
は
一
生
懸
命
タ
ロ
芋
水
田
を
開
墾
し
た
。
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど

の
芋
田
を
開
墾
し
た
。
お
蔭
で
我
友
は
ず
っ
と
丸
を
肥
え
太
っ
て
い
ま

す。
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特集・方法としての祭
る
。
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
は
大
散
財
で
あ
る
。
四
’
五
○
人
も
の
招
待
客
の
他
、
村
人

全
員
に
豚
肉
や
山
羊
肉
を
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
豚
や
山
羊
は
ヤ
ミ
族

の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
。
何
年
も
額
に
汗
し
て
増
や
し
て
き
た
も
の
が
一
日
で

浪
費
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
が
、
そ
れ
を
代
償
と
し
て
ミ
ヴ
ァ
ラ
ィ
・
ァ
・
タ

オ
と
い
う
尊
称
を
受
け
、
幸
福
を
手
に
し
た
満
足
感
に
ひ
た
れ
る
の
で
あ
る
。

が
、
尊
敬
や
満
足
を
得
た
い
者
は
勤
勉
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
運

勢
さ
え
良
け
れ
ば
、
誰
で
も
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
・
ァ
・
タ
オ
に
な
れ
る
の
か
と
言
え

ば
そ
う
で
は
な
い
。

、

、

ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
に
は
大
盤
振
舞
と
並
ん
で
歌
会
が
付
き
も
の
で
あ
る
。
大
勢
の

、

、

言
葉
の
槍
で
、
大
勢
の
歌
の
威
力
で
、
よ
り
運
勢
を
高
め
よ
う
と
い
う
の
が
歌

会
に
見
ら
れ
る
ヤ
ミ
族
の
論
理
だ
と
い
う
。
劉
斌
雄
は
ヤ
ミ
族
の
文
化
に
見
ら

（８）

れ
る
増
幅
の
論
理
と
指
摘
す
る
。
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
・
ァ
・
タ
オ
と
し
て
尊
敬
さ
れ

幸
福
感
に
ひ
た
り
た
い
も
の
は
歌
の
能
力
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
ア
ノ
ウ
ッ
ル

だ
け
で
な
く
ラ
ウ
ッ
ル
を
創
作
す
る
才
能
で
あ
る
。
創
作
と
い
っ
て
も
、
聞
き
得

た
ラ
ウ
ッ
ル
の
詞
章
を
あ
れ
こ
れ
接
ぎ
合
わ
せ
て
、
そ
の
場
に
適
っ
た
ア
レ
ン

ジ
す
る
力
で
あ
る
。
当
然
古
語
の
知
識
も
必
要
だ
。
相
手
の
歌
に
ど
う
歌
い
返

す
か
と
い
っ
た
当
意
即
妙
な
判
断
力
も
要
求
さ
れ
る
。
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
・
ァ
・
タ

オ
と
し
て
十
全
な
尊
敬
を
得
る
に
は
、
勤
勉
さ
や
気
前
の
良
さ
だ
け
で
は
不
十

分
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
歌
の
才
能
、
殊
に
ラ
ウ
ッ
ル
を
自
由
に
歌
い
こ
な
せ

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
進
水
の
祝
い
や
新
築
の
祝
い
だ
け
で
は
な
く
、
豊
漁
を

祈
願
す
る
儀
礼
の
中
で
も
ラ
ウ
ッ
ル
が
歌
わ
れ
る
場
面
は
度
を
あ
る
。
神
主
や

僧
侶
と
い
っ
た
宗
教
的
な
職
能
者
の
育
た
な
か
っ
た
こ
の
社
会
で
は
、
威
力
あ

る
呪
文
Ⅱ
ト
ョ
ト
ョ
ヌ
ン
を
澱
承
な
く
唱
え
ら
れ
、
難
し
い
ラ
ウ
ッ
ル
を
そ
の

儀
礼
儀
礼
に
間
違
い
な
く
歌
え
る
も
の
が
、
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
し
て
祭
り
上

げ
ら
れ
る
。
十
人
乗
り
チ
ヌ
リ
ク
ラ
ン
で
誰
が
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
揖
取
り
す
る

か
を
決
め
る
に
も
、
体
力
・
海
の
知
識
・
そ
の
人
の
運
勢
な
ど
と
並
ん
で
歌
を

よ
く
歌
い
こ
な
す
者
だ
と
言
う
。
言
葉
が
槍
で
あ
る
と
す
る
こ
の
社
会
で
は
、

歌
の
槍
を
上
手
に
正
確
に
使
い
こ
な
す
者
が
敬
意
を
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
「
ま
つ
り
」
と
「
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
」

本
稿
に
は
祭
の
調
査
が
文
学
研
究
に
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
課

題
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
難
問
で
あ
る
。
が
、
本
稿
は
ヤ
ミ
族
の
歌
の
贈
答
を

論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
掛
け
合
い
ま
で
視
野
に
入
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
と
言
え
ば
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
「
ヤ
ミ
族
の
祭
の
調
査
が
ヤ

ミ
族
の
文
学
研
究
に
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
」
と
限
定
条
件
を
付
け
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
私
に
と
っ
て
難
問
も
容
易
な
課
題
に
な

る
。
限
定
が
無
い
と
何
故
難
問
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
く
ら
我
々
が
祭

の
調
査
を
行
な
お
う
と
、
そ
れ
は
今
我
々
の
目
の
前
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
古
代
と
結
び
つ
く
は
ず
が
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
結
び
つ
く
と
は
思
え
ぬ
も
の
を
結
び
つ
け
て
ゑ
よ
と
問
う
て
い
る
か

ら
難
問
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
場
合
、
も
し
ヤ
ミ
族
の
と
い
う
限
定
が

許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
祭
の
調
査
と
文
学
研
究
と
の
間
に
は
何
の
隔
た
り
も
無
く

な
る
。
両
者
と
も
同
時
代
の
現
象
な
の
で
あ
り
、
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
儀
礼
の
歌
会
を

調
査
す
る
こ
と
は
、
無
文
字
社
会
で
あ
る
ヤ
ミ
族
の
文
学
研
究
に
即
直
結
す
る

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
が
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
言
い
逃
れ
に
な
っ
て
し

ま
お
う
。
言
い
逃
れ
し
よ
う
と
思
う
程
、
こ
の
課
題
は
難
問
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
難
問
を
何
な
く
す
り
抜
け
て
い
る
の
が
折
口
信
夫
で
あ
る
。

折
口
の
説
い
て
き
た
日
本
の
「
ま
つ
り
」
を
単
純
化
す
れ
ば
、
神
迎
え
・
祭

祀
・
神
送
り
の
三
段
階
か
ら
成
る
。
日
本
の
「
ま
つ
り
」
は
何
よ
り
も
神
の
来

訪
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
時
あ
っ
て
遠
方
よ
り
訪
れ
た
神
は
、
善
良
な
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ヤミ族の「心・言葉・歌」

る
人
食
の
為
に
威
力
あ
る
祝
福
の
言
葉
を
宣
下
す
る
。
人
々
は
そ
の
稀
な
る
神

に
種
な
の
願
ぎ
言
を
奏
上
す
る
。
日
本
の
「
ま
つ
り
」
は
そ
う
し
た
神
と
人
と

の
交
流
の
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
交
流
の
場
に
文
学
の
萠
芽
を
見
い
出
し
た
の

が
折
口
信
夫
な
の
だ
が
、
そ
の
観
点
は
間
違
い
な
く
我
々
に
多
く
の
実
り
を
も

た
ら
し
て
き
た
。
そ
れ
故
、
我
々
は
祭
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

が
、
駆
り
立
て
ら
れ
つ
つ
も
、
今
、
目
に
し
て
い
る
こ
と
と
古
代
は
一
体
ど
う

か
か
わ
る
の
か
と
跨
跨
し
て
し
ま
う
。
こ
の
難
問
が
発
せ
ら
れ
た
由
縁
で
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
折
ロ
に
と
っ
て
こ
の
問
い
は
殆
ど
意
識
に
の
ぼ
ら
な
か
っ

た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
先
程
、
折
口
は
神
と
人
と
の
交
流
の
場
に
文
学
の

萠
芽
を
見
い
出
し
た
と
述
べ
た
が
、
折
口
の
好
ん
だ
用
語
で
言
え
ば
、
文
学
の

『
発
生
』
の
契
機
声
見
い
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
発
生
』
は
一
回
き

り
の
誕
生
や
起
源
を
指
す
の
で
な
く
、
時
を
超
え
て
何
度
で
も
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
な
の
だ
と
折
口
は
説
明
す
る
。
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
『
発

生
』
概
念
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
古
代
と
現
代
の
隔
た
り
は
解
消
さ
れ
て
し
ま

お
う
。
と
い
う
よ
り
、
あ
れ
だ
け
『
発
生
』
の
説
明
を
繰
り
返
し
た
折
口
に
あ

っ
て
は
論
理
的
に
止
揚
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

祭
の
調
査
が
古
代
文
学
の
研
究
に
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
設
問

に
答
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
折
口
の
よ
う
に
『
発
生
』
と
い
っ
た
概
念
を
用
い

る
こ
と
で
時
空
の
隔
た
り
を
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

『
発
生
』
概
念
以
上
に
有
効
な
手
段
は
有
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
ま
つ
り
」
の

場
ｌ
つ
ま
り
、
神
の
出
席
が
前
提
と
さ
れ
る
宗
教
的
場
面
に
文
学
の
萠
芽
を

見
よ
う
と
す
る
以
上
、
我
々
は
折
口
の
『
発
生
』
概
念
を
受
け
入
れ
る
し
か
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
我
灸
が
祭
の
庭

で
感
ず
る
跨
跨
や
矛
盾
は
解
消
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

で
な
け
れ
ば
、
宗
教
的
場
面
か
ら
の
文
学
の
発
生
を
疑
っ
て
ゑ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
だ
が
、
疑
い
き
る
に
は
折
口
の
見
い
出
し
た
観
点
は
あ
ま
り
に
多
く
の
実

り
を
も
た
ら
し
た
。
疑
い
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
宗
教
以
外
の
他

の
文
学
発
生
の
契
機
を
模
索
す
れ
ば
よ
い
。
我
灸
は
あ
ま
り
に
宗
教
的
場
面
に

捉
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
学
の
発
生
は
多
様
な
の
で
は
な

いだろうか。

「
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
」
は
「
ま
つ
り
」
で
は
な
い
。
神
の
来
訪
を
必
要
と
し
な
い

の
だ
。
「
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
」
の
歌
会
は
神
と
神
を
迎
え
る
巫
女
の
資
格
で
歌
を
掛

け
あ
う
の
で
は
な
い
。
人
が
人
の
幸
福
を
予
祝
す
る
為
に
歌
を
掛
け
合
う
の
で

あ
る
。
神
の
発
す
る
言
葉
だ
か
ら
威
力
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
と
は
無
縁
に

言
葉
は
ァ
・
プ
リ
オ
リ
に
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
旋
律
が
付
さ

れ
、
表
現
に
技
巧
が
加
え
ら
れ
れ
ば
よ
り
強
い
力
が
発
揮
さ
れ
る
。
技
巧
と
は

（９）

聞
く
者
に
リ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
比
喰
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ミ

ヴ
ァ
ラ
イ
」
の
歌
会
は
こ
の
付
加
価
値
の
つ
け
ら
れ
た
言
葉
の
遣
り
取
り
な
の

で
あ
る
。
神
の
出
席
を
前
提
と
し
た
宗
教
的
場
面
な
の
で
は
な
く
、
言
葉
の
威

力
そ
の
も
の
を
前
提
と
し
た
呪
術
的
場
面
が
「
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
」
の
歌
会
な
の
で

あ
る
。
呪
術
の
多
く
は
、
何
よ
り
も
言
葉
を
最
大
の
武
器
と
し
て
い
る
。
武
器

と
し
て
の
力
は
神
の
支
え
が
あ
れ
ば
よ
り
強
力
な
も
の
と
な
ろ
う
。
が
、
支
え

以
前
、
言
葉
は
す
で
に
威
力
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
語
一

般
が
。
こ
こ
で
言
う
呪
術
的
場
面
と
は
、
神
の
支
え
以
前
、
あ
る
い
は
、
神
の

支
え
と
没
交
渉
に
言
葉
の
力
が
利
用
さ
れ
て
い
る
場
面
を
言
う
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
本
稿
は
日
本
の
掛
け
合
い
を
視
野
に
入
れ
て
論
じ
た
も

の
で
は
な
い
。
ヤ
ミ
族
の
歌
会
を
見
る
こ
と
で
、
宗
教
的
場
面
以
外
に
文
学
の

発
生
の
可
能
性
を
探
っ
て
ゑ
た
だ
け
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
課
題
を
正
面
き
っ

て
受
け
取
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
本
当
な
ら
ば
折
口
の
用

い
た
『
発
生
』
以
上
の
概
念
を
模
索
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
が
、
筆
者
に
そ
の
余
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特集・方法としての祭

裕
は
な
い
。
言
い
逃
れ
だ
と
の
批
判
が
あ
れ
ば
甘
ん
じ
て
受
け
る
し
か
な
い
。

注
（
１
）
ヤ
ミ
族
の
言
語
観
と
歌
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
以
前
「
三
田
國
文
」
第
七
号

（
昭
鎚
年
６
月
）
に
お
い
て
「
言
葉
の
槍
ｌ
ヤ
ミ
族
の
言
語
観
ｌ
」
と
し
て
発
表

し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
重
複
も
あ
る
が
加
筆
訂
正
も
あ
る
。
併

読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
２
）
ヤ
ミ
族
の
霊
魂
観
で
は
人
間
は
全
部
で
七
個
の
霊
魂
を
持
っ
て
い
る
。
頭
に
一

個
、
両
肩
・
両
肘
・
両
膝
に
各
一
個
の
計
七
個
で
あ
る
（
た
だ
し
、
人
に
よ
っ
て

は
膝
や
肘
の
霊
魂
を
考
え
な
い
人
も
い
る
）
。
頭
の
霊
魂
が
遊
離
す
れ
ば
そ
れ
は

即
ち
死
で
あ
る
。
頭
の
霊
魂
は
人
間
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
、
他
の
霊
魂
は
人
の
生
死
に
そ
れ
程
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
思
い
つ
め
て
い
る
様
な
時
は
肩
や
肘
や
膝
に
宿
る
霊
魂
が
遊
離
し
た
だ
け

なのである。

（
３
）
先
に
記
し
た
◎
目
呂
は
単
に
心
。
そ
の
◎
目
＆
の
中
に
立
ち
現
れ
る
「
念
い
」

Ｉ
古
代
文
学
「
総
目
録
」
Ｉ

妬号（昭和六十一年三月三十一日発行）

特集〈懐風藻〉

懐風藻と中国文学

梅花の歌と懐風藻

〈和習〉の位相

都市文学としての懐風藻

『懐風藻』１模倣の思考Ｉ

辰
巳
正
明

大
久
保
廣
行

丸
山
隆
司

呉
哲
男

村
井
紀

戸をめぐる表現の位相ｌ古代の表現をめぐってｌ

「
遠
呂
智
」
退
治
認
の
〈
語
り
〉
の
構
造

Ｉ表現としての古事記ｌ

高
木
神
論

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
論
ｌ
冒
倉
と
逼
念
展
開
Ｉ

や
「
考
え
」
、
あ
る
い
は
そ
の
状
態
を
言
い
表
わ
す
の
が
目
鼻
の
目
で
あ
る
。

（
４
）
こ
う
し
た
心
理
状
態
を
目
胃
号
２
国
脚
庸
日
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

（
５
）
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
に
つ
い
て
は
「
季
刊
民
族
学
」
記
号
（
昭
副
年
４
月
）
で
「
ミ
ヴ

ァ
ラ
ィ
ー
ｌ
ム
ロ
湾
雅
美
族
の
彫
刻
船
進
水
式
」
と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
６
）
ヤ
ミ
歌
謡
全
般
の
形
式
的
分
類
に
関
し
て
は
一
九
八
八
年
五
月
台
北
で
の
第
三

届
中
国
民
族
音
楽
学
会
議
で
の
徐
瀕
洲
の
報
告
書
が
詳
し
い
。
宕
胃
農
ｏ
１
の
画
-

感
ｏ
ｐ
ｇ
胃
淫
冨
胃
８
回
巴

（
７
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
季
刊
民
族
学
」
記
号
（
昭
副
年
、
月
）
に
「
相
手
が
か

わ
れ
ば
、
わ
た
し
の
ニ
リ
ン
（
運
命
）
は
か
わ
る
」
と
い
う
小
文
を
書
い
た
。
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
８
）
劉
斌
雄
「
ヤ
ミ
族
の
子
ど
も
の
生
活
と
遊
び
」
『
子
ど
も
文
化
の
原
像
』
（
日
本

放
送
出
版
協
会
、
昭
和
帥
年
３
月
）
所
収
。

（
９
）
注
（
１
）
の
拙
稿
に
多
少
論
じ
て
あ
る
。

森 坂 斎
本 藤 岡

部
隆
志英喜勝

昌
文
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