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こ
の
列
島
を
含
む
中
国
周
縁
地
域
に
は
、
は
じ
め
、
文
字
を
も
た
な
か
っ

た
人
々
が
口
承
で
歌
や
神
話
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
後
、
彼
ら
は
中
国
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
漢
字
を
用
い
て
そ
れ
ら
を
書
記
し
、
新
た
な
記
載
文
学

を
生
み
出
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
口
承
か
ら
記
載
へ
の
一
回
的
な
転
換
を

想
定
す
る
文
学
史
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
中
国
中
原
王
朝
に
よ
る
国
家

支
配
か
ら
の
自
由
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
や
制
度
と
と
も
に
意
識

的
に
漢
字
を
捨
て
て
そ
の
周
縁
部
に
逃
走
し
、
無
文
字
の
「
原
始
的
」
な

生
活
を
選
択
し
た
人
々
を
想
定
し
、
そ
こ
に
記
載
か
ら
口
承
へ
の
、
や
は

（１）

り
一
回
的
な
転
換
を
見
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
列
島
を
含
む
中
原

王
朝
の
周
縁
部
に
生
き
る
民
族
に
と
っ
て
は
、
口
承
と
記
載
は
一
回
的
に

転
換
す
る
ｌ
口
承
か
ら
記
載
へ
、
あ
る
い
は
記
載
か
ら
口
承
へ
ｌ
の

で
は
な
く
、
終
始
、
常
に
転
換
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
直
線
的
で
一
回
的
な
文
学
史
的
出
来
事
な
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
捉
え
る
た
め
に
〈
音
〉
と
い
う
タ
ー
ム
は
有
効
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〈
音
〉
は
書
記
さ
れ
る
音
声
で
あ
る
と
同
時
に
、

音
声
化
さ
れ
る
文
字
を
指
す
。
中
国
周
縁
部
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、

ｌ
特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

縛
ら
れ
る
金
早
／
開
か
れ
る
金
弓
遠
藤
耕
太
郎

は
じ
め
に Ｉ

中
国
少
数
民
族
ぺ
-
族
の
「
本
子
曲
」
と
歌
掛
け
Ｉ

ペ
-
族
に
は
、
自
民
族
語
（
ぺ
-
語
）
を
、
漢
字
を
用
い
て
１
１
土
日
読

み
、
訓
読
み
、
音
仮
名
等
を
工
夫
し
て
ｌ
書
記
し
た
台
本
に
よ
っ
て
語

（３）

る
語
り
芸
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
語
り
芸
の
一
演
目
で
あ
る
『
梁
山
伯
と

祝
英
台
』
（
以
下
「
梁
祝
』
）
を
取
り
上
げ
る
。
『
梁
祝
』
は
、
晋
代
（
四

音
声
を
書
記
す
る
こ
と
は
、
漢
字
と
い
う
文
字
Ｉ
そ
れ
は
思
想
で
も
あ

（２）
ろ
う
１
１
を
理
解
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
。
漢
字
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
書
記
は
可
能
と
な
る
。
と
、
同
時
に
、
書
記
さ
れ
た
文

字
は
、
常
に
漢
字
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
な
音
声
を
求
め
、
逃
避
し
よ
う

と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
漢
字
に
縛
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
漢
字
か
ら
逃
避
す

る
度
合
い
と
い
っ
た
振
幅
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
〈
音
〉
に
は
振
幅
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
一
口
に
中
国
周
縁
と
い
っ
て
も
、
そ
の
人
び
と
が
置
か
れ

た
地
域
の
環
境
、
漢
字
を
用
い
て
異
言
語
を
書
記
す
る
際
の
工
夫
（
音
読

み
・
訓
読
み
・
音
仮
名
等
）
、
ま
た
書
記
す
る
人
物
の
置
か
れ
た
立
場
と

密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
中
国
雲

南
省
大
理
、
剣
川
を
中
心
に
暮
ら
す
ぺ
-
族
の
「
本
子
曲
」
と
歌
掛
け
の

あ
り
よ
う
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
〈
音
〉
の
振
幅
の
具
体
相
を
考
え
て
み
た
い
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
②
〈
音
〉
と
し
て
の
歌

｜
、
ペ
-
族
の
語
り
芸
１
１
大
本
曲
と
本
子
曲
Ｉ

-２７-



特集・〈音〉を書く

世
紀
）
の
会
稽
（
現
在
の
断
江
省
紹
興
市
）
を
舞
台
と
し
た
悲
恋
伝
説
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
唐
代
に
は
中
原
に
広
く
知
ら
れ
、
さ
ら
に
戯
曲
や
語

り
芸
と
し
て
広
く
周
縁
の
少
数
民
族
地
域
に
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
雲

南
ぺ
-
族
地
域
に
は
四
川
の
川
劇
等
を
経
由
し
て
も
た
ら
さ
れ
、
明
・
清

代
に
は
ぺ
-
語
に
よ
る
「
梁
祝
」
と
し
て
定
着
し
、
現
在
も
多
く
の
語
り

手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

大
理
を
中
心
と
す
る
語
り
芸
と
剣
川
を
中
心
と
す
る
そ
れ
は
、
互
い
に

共
通
す
る
演
目
を
持
ち
な
が
ら
も
、
書
記
の
仕
方
（
表
記
）
や
、
物
語
の

長
さ
、
旋
律
や
演
唱
の
芸
態
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
大
理
の

語
り
芸
を
「
大
本
曲
」
、
剣
川
の
そ
れ
を
「
本
子
曲
」
と
呼
ん
で
い
る
。

大
理
は
か
つ
て
南
詔
国
、
大
理
国
の
都
で
あ
り
、
現
在
も
ぺ
-
族
文
化
の

中
心
地
で
あ
る
。
一
方
、
剣
川
は
そ
の
周
縁
部
に
位
置
し
、
石
宝
山
歌
会

を
始
め
と
し
て
現
在
も
歌
掛
け
文
化
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。

台
本
の
語
り
手
（
歌
い
手
）
は
ま
ず
音
声
に
よ
っ
て
物
語
を
記
憶
し
た

う
え
で
、
漢
字
を
用
い
て
そ
れ
を
書
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
大
本
曲
、

本
子
曲
に
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
表
記
は
大
理
で
は
訓
字
を
主
体
と
す

る
表
記
が
用
い
ら
れ
、
剣
川
で
は
音
仮
名
を
主
体
と
す
る
表
記
が
用
い
ら

れ
る
。
今
、
ざ
っ
と
、
「
梁
祝
』
の
音
仮
名
の
使
用
率
を
出
し
て
み
る
と
、

我
々
が
こ
れ
ま
で
現
地
調
査
し
た
大
本
曲
『
梁
祝
」
の
台
本
は
四
種
類
で

あ
る
が
、
そ
の
一
部
分
（
祝
英
台
が
処
方
菱
を
書
く
場
面
）
の
音
仮
名
率

は
一
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
全
一
○
六
六
字
の
う
ち
音
仮
名
が
二
四
一
字
）
、

剣
川
の
『
梁
祝
』
（
第
一
首
か
ら
第
十
首
）
で
は
、
張
文
氏
の
台
本
（
後

述
）
で
は
音
仮
名
率
五
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
全
二
六
○
字
、
う
ち
音
仮

名
一
五
三
字
）
、
張
文
氏
の
台
本
を
演
唱
す
る
た
め
に
書
き
写
し
た
段
昆

雲
氏
の
台
本
で
は
七
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
全
二
六
○
字
、
う
ち
音
仮
名

二
○
六
字
）
に
及
ぶ
。
大
理
大
本
曲
は
師
弟
関
係
（
親
子
の
場
合
も
多
い
）

に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
る
が
、
あ
る
文
字
を
ど
う
発
音
す
る
か
を
、
師
が
弟

子
に
教
え
て
い
く
。
ぺ
-
語
と
漢
語
は
か
な
り
交
流
関
係
が
あ
り
、
ぺ
-

語
音
は
漢
字
音
に
近
い
場
合
が
多
々
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
漢
字
音
の
誰

り
と
と
る
が
、
し
か
し
ぺ
-
族
の
人
び
と
は
そ
れ
を
ぺ
-
語
で
あ
る
と
い

う
。
そ
う
す
る
と
、
訓
字
で
表
記
さ
れ
た
べ
-
語
は
、
非
常
に
微
妙
な
発

音
の
違
い
で
、
音
読
み
に
も
な
る
し
訓
読
み
に
も
な
る
と
い
う
現
象
が
起

こ
る
。
実
際
に
大
本
曲
を
現
地
の
歌
い
手
に
習
っ
た
立
石
謙
次
は
、
彼
ら

（４）

は
そ
の
差
を
相
当
厳
密
に
教
え
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
剣
川
に

は
そ
う
い
う
厳
密
な
伝
授
の
仕
方
は
な
い
。
剣
川
本
子
曲
は
音
仮
名
率
が

極
め
て
高
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
歌
い
手
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
が
読
み

や
す
い
よ
う
に
自
由
に
変
更
を
加
え
て
い
る
。

ま
た
、
大
理
大
本
曲
と
剣
川
本
子
曲
と
で
は
、
そ
の
物
語
の
長
さ
が
圧

倒
的
に
異
な
る
。
大
本
曲
『
梁
祝
』
（
趙
杢
鼎
本
）
中
巻
は
、
五
一
二
首
、

全
一
三
○
七
二
字
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
子
曲
『
梁
祝
」
で
こ
れ
に
相
当

す
る
の
は
、
二
八
首
、
全
七
二
六
字
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
比
較
か
ら
だ

け
で
も
、
大
本
曲
『
梁
祝
』
は
本
子
曲
『
梁
祝
』
の
ほ
ぼ
一
八
倍
の
長
さ

に相当する。

さ
ら
に
、
演
唱
の
旋
律
や
そ
の
芸
態
も
両
地
域
で
は
異
な
る
。
大
理
に

お
い
て
は
、
南
腔
は
一
八
種
類
、
北
腔
は
一
三
種
類
の
、
大
本
曲
用
の
旋

律
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
剣
川
で
は
、
石
宝
山
歌
会
そ
の
他
の
歌
掛
け
で

用
い
ら
れ
る
た
っ
た
一
つ
の
旋
律
に
よ
っ
て
本
子
曲
が
歌
わ
れ
る
。
ま
た
、

大
理
で
は
、
歌
い
手
と
三
弦
の
伴
奏
者
が
異
な
る
の
に
対
し
て
、
剣
川
で

は
歌
い
手
が
三
弦
を
弾
き
な
が
ら
歌
う
こ
と
が
多
い
。
こ
の
芸
態
も
歌
掛

け
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
梁
祝
』
は
登
場
人
物
が
多
い
の
で
ふ
つ
う

-２８-



<音〉／開かれるく音〉縛られる

は
し
な
い
が
、
「
月
里
桂
花
』
な
ど
の
本
子
曲
は
男
女
が
問
答
で
掛
け
合

う
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
剣
川
本
子
曲
は
旋
律
や
芸
態
の
面
に

お
い
て
、
歌
掛
け
歌
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

大
理
大
本
曲
の
歌
い
手
で
あ
る
楊
興
庭
氏
が
、
わ
た
し
の
、
歌
掛
け
を

す
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
対
歌
（
歌
掛
け
）
を
歌
っ
た
こ
と
は
な

い
」
、
「
大
本
曲
は
上
品
な
の
で
、
家
の
中
で
歌
う
。
外
で
歌
う
の
は
俗
な

も
の
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
大
理
大
本
曲
と
歌
掛
け
と
の
関
係
は
閉

じ
ら
れ
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
師
弟
関
係
（
親
子
の
場
合
も
多
い
）
に
よ
っ

て
伝
承
が
な
さ
れ
て
い
く
。
一
方
で
、
剣
川
本
子
曲
の
歌
い
手
は
、
み
な
、

石
宝
山
歌
会
な
ど
の
歌
掛
け
の
常
連
客
、
有
名
な
歌
掛
け
の
歌
い
手
で
あ
る
。

以
下
、
一
口
に
中
国
周
縁
と
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
地

域
的
差
異
が
あ
る
と
い
う
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
剣
川
本
子
曲
「
梁
祝
』

の
〈
音
〉
を
、
音
仮
名
表
記
の
あ
り
よ
う
、
物
語
の
短
さ
、
芸
態
と
い
う

三
点
か
ら
具
体
的
に
捉
え
て
み
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
国
の
周

縁
に
位
置
し
た
古
代
日
本
の
歌
や
物
語
も
ま
た
音
仮
名
表
記
あ
る
い
は
訓

主
体
表
記
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
表
記
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
、
中
国
と
そ
の
周
縁
、

さ
ら
に
周
縁
に
お
け
る
地
域
差
、
表
記
の
あ
り
よ
う
、
さ
ら
に
は
物
語
の

変
容
、
芸
態
と
い
っ
た
視
点
か
ら
捉
え
て
い
く
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
る
。

二
○
一
二
年
の
剣
川
で
の
現
地
調
査
で
、
段
昆
雲
氏
に
本
子
曲
『
梁
祝
』

を
実
演
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
際
、
段
氏
は
、
張
文
氏
の
所
有
す
る
台
本
を
、

自
分
が
歌
い
易
い
よ
う
に
文
字
を
改
め
て
書
き
換
え
、
そ
れ
を
見
な
が
ら

演
唱
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
が
、
張
文
氏
所
有
の
台
本
（
以
下
、
張
文
本
）

二
、
剣
川
本
子
曲
の
音
仮
名
表
記
の
自
由
さ

の
音
仮
名
率
は
五
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
段
氏
の
書

き
換
え
た
台
本
（
以
下
、
段
昆
雲
本
）
の
そ
れ
は
七
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
の
書
き
換
え
は
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
。

①
音
仮
名
を
別
の
音
仮
名
へ
書
き
換
え
る
。
第
一
首
第
一
句
で
張
文
本

１

１

が「『浩利大偶浩勒」（わたしは悲しくてたまりません）

と音仮名表記してあるところを段昆雲本は「気測利凶剛測

ｌ冷
」
と
書
き
換
え
て
い
る
。
波
線
部
五
字
が
異
な
る
音
仮
名
で
記
さ

れ
た
。
中
国
語
音
は
、
張
文
本
［
呂
毒
三
〕
金
言
冨
○
屋
、
段
昆

雲
本
［
昌
彦
言
一
）
急
自
画
言
尿
信
］
で
あ
り
、
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

張
氏
が
こ
の
書
き
換
え
を
「
段
昆
雲
氏
が
自
身
で
読
み
や
す
い
よ
う

に
書
き
換
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
剣
川
地
域
の
音
仮
名
は

体
系
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
読
み
や
す
さ
に
よ
っ

て
か
な
り
自
由
に
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

②訓字を音仮名へ書き換える。第二首第四句で張文本が、菌

几
斗
乎
克
」
（
い
つ
わ
た
し
の
気
持
は
晴
れ
る
で
し
ょ
う
か
）
と
訓

読
み
表
記
し
て
い
る
「
天
」
を
、
段
昆
雲
本
は
「
害
」
と
書
き
換
え

て
い
る
。
ペ
-
語
で
「
天
」
は
「
へ
」
（
［
罵
訊
］
）
と
発
音
す
る
た
め
、

そ
の
音
に
近
い
音
仮
名
「
害
」
巳
竪
〕
へ
書
き
換
え
て
い
る
わ
け
だ
。

張
文
氏
は
こ
う
い
う
訓
読
み
か
ら
音
仮
名
へ
の
書
き
換
え
を
「
あ
る

程
度
漢
語
の
知
識
の
あ
る
人
は
訓
読
み
の
方
が
都
合
が
い
い
が
、
レ

ベ
ル
が
低
い
場
合
に
は
音
仮
名
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
大
理
大

本
曲
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
訓
読
み
の
ま
ま
書
記
し
、
師
弟
間

で
読
み
が
伝
授
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
剣
川
に
は
そ
う
い
う
伝

授
形
態
が
な
い
た
め
、
自
由
に
個
人
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
音
仮
名

に
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
。
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③
微
妙
な
一
三
ア
ン
ス
を
表
す
た
め
に
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
る
。
第
四

ア

ミ

ド

首
第
三
句
で
、
張
文
本
の
「
安
迷
朶
」
（
一
緒
に
な
れ
な
い
）
を
段
昆

夕

ミ

ド

雲
本
は
「
堂
迷
朶
」
（
一
緒
に
な
れ
な
い
）
と
書
き
換
え
て
い
る
。
張

文
氏
は
、
「
ア
ミ
ド
」
も
「
タ
ミ
ド
」
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ
が
、
荊
叫

尹
刎
網
と
し
て
私
は
「
ア
ミ
ド
」
が
歌
い
や
す
く
、
段
昆
雲
氏
は
「
タ

ミ
ド
」
が
歌
い
や
す
い
、
ｄ
刺
朝
到
剰
制
叫
と
い
う
こ
と
だ
と
述
べ

て
い
る
。
「
ア
」
「
タ
」
と
も
に
、
「
互
い
に
交
流
す
る
」
と
い
う
意
で

あ
り
、
そ
の
否
定
形
が
「
ア
ミ
ド
」
、
「
タ
ミ
ド
」
で
あ
る
。
ニ
ュ
ア

ン
ス
と
し
て
「
ア
ミ
ド
」
は
「
互
い
に
交
流
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
」
、

「
タ
ミ
ド
」
が
「
互
い
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
い

う
。
口
に
載
せ
や
す
い
よ
う
な
個
人
の
歌
い
癖
に
よ
っ
て
変
容
す
る

音
声
を
書
記
す
る
方
法
と
し
て
音
仮
名
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
音
仮
名
は
個
人
の
歌
い
や
す
さ
に
応
じ
て
か
な
り
自
由

な
書
き
換
え
を
許
容
す
る
表
記
で
あ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
、
張
文
氏
は
、
「
段

さ
ん
は
一
字
一
字
こ
の
と
お
り
に
歌
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
、
自

分
の
癖
に
直
し
て
歌
っ
て
い
っ
た
。
歌
い
手
の
自
由
が
か
な
り
あ
る
。
む

ろ
ん
聞
い
て
も
わ
か
る
し
、
意
味
も
同
じ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
剣

川
の
歌
い
手
に
と
っ
て
、
音
仮
名
は
、
変
容
し
続
け
る
音
声
を
書
き
と
ど

め
る
だ
け
で
な
く
、
書
か
れ
て
あ
る
音
声
を
さ
ら
に
飛
び
越
え
て
自
由
に

歌
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
表
記
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
自
由
な
音
仮
名
表
記
が
な
ぜ
剣
川
の
本
子
曲
で
多
用
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
剣
川
が
、
歌
掛
け
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
こ
と
と

関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
剣
川
本
子

三
、
歌
掛
け
歌
に
開
か
れ
る
本
子
曲

こ
れ
は
、
『
梁
祝
」
の
物
語
を
語
る
と
い
う
大
理
大
本
曲
の
（
遡
れ
ば

中
原
の
講
唱
文
学
の
）
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
。
日
本
か
ら
撮
影
に
来
て
い

る
の
は
私
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
歌
掛
け
の
現
場
に
、
親
の
取
り
決
め
の
た

め
に
自
由
な
恋
愛
が
で
き
ず
悲
恋
に
終
わ
る
主
人
公
の
物
語
が
取
り
込
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
梁
祝
』
は
実
際
に
は
う
ま
く
歌
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
ｌ
こ
れ
が
実
際
の
歌
掛
け
で
あ
れ
ば
、
歌
掛
け
は
「
梁

祝
』
か
ら
離
れ
て
、
今
、
こ
の
場
で
自
由
に
恋
愛
で
き
る
自
分
た
ち
の
関

曲
の
旋
律
は
歌
掛
け
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
し
、
そ
の
芸
態
も
歌
掛
け
の

そ
れ
で
あ
り
、
本
子
曲
の
な
か
に
は
、
問
答
形
式
で
歌
う
こ
と
も
可
能
な

演
目
が
あ
る
。
そ
し
て
、
本
子
曲
の
歌
い
手
は
そ
の
ま
ま
歌
掛
け
に
お
け

る
上
手
な
歌
い
手
で
あ
る
。

二
○
二
年
の
剣
川
で
の
現
地
調
査
の
際
、
黄
世
代
氏
、
蘇
貴
氏
に
、
『
梁

祝
」
を
掛
け
合
い
で
歌
え
る
か
と
聞
く
と
、
歌
え
る
と
い
う
の
で
歌
っ
て

も
ら
っ
た
。
そ
の
冒
頭
部
分
を
掲
載
す
る
。

梁
山
伯
と
祝
英
台
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
曲
で
す
。
／
解
放
後
、
若

い
男
女
は
自
由
な
恋
愛
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
／
古
い
社

会
の
恋
愛
物
語
は
も
う
既
に
終
わ
り
ま
し
た
。
／
梁
山
伯
と
祝
英
台

は
と
て
も
深
く
愛
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
ぺ
-
族
調
を
歌
い
ま
す
。
／
あ
な
た
た
ち
は
日
本
か
ら

や
っ
て
き
て
く
だ
さ
り
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
／
撮
影
に
き
て
調

査
に
き
て
く
れ
ま
し
た
。
／
あ
な
た
た
ち
は
ぺ
-
族
調
を
調
査
に
き

ま
し
た
。
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係
へ
と
展
開
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
ｌ
剣
川
の
『
梁
祝
』
が
歌
掛
け

と
緊
密
な
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
蘇
貴
氏
は
本
子
曲
『
月
里
桂
花
一
の
台
本
を
も
っ
て
い
た
が
、

そ
の
一
部
は
実
際
の
歌
掛
け
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
工
藤
隆
・
岡
部

（５）

隆
志
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
子
曲
『
月
里
桂
花
」
の
次
の

歌詞、
の
一
部
が
、
一
九
九
八
年
九
月
一
三
日
、
泪
源
県
ツ
ー
ビ
ー
湖
で
の
歌
会

で
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

（
女
）
（
あ
な
た
の
）
誠
意
に
（
私
の
）
心
が
動
い
た
の
で
、
口
を
開

き
ま
す
。
利
刎
刺
創
製
訓
国
召
司
制
。
隔
て
て
い
る
道
の
り
は
わ

ず
か
一
盆
地
の
田
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
：
：
：
。

（
男
）
妹
（
あ
な
た
）
が
李
桂
香
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

私
の
名
前
を
人
に
尋
ね
た
ら
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
私
の
名
前
を

忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。

（男）判刷削劃馴剛罰荊馴到剛Ｎ則り叫剥計釧刑釧側輔刎矧則幻馴訓

へ

女
…

｜います０ そ
の
美
し
い
名
前
は
前
か
ら
聞
い
て
い
ま
し
た
。

て
い
ま
し
た
。

い
つ
も
あ
な
た
を
思
っ
て
い
た
し
、
心
に
か
か
り
、
気
に
か
か
っ

い
て
い
ま
す
。
茶
碗
も
篭
の
な
か
で
動
い
て
い
ま
す
。

私
の
名
前
は
李
桂
香
と
言
い
ま
す
。

刀
も
心
を
動
か
し
て
鞘
の
な
か
で
揺
れ
動
き
、

ぜ
ひ
来
て
く
だ
さ
い
。

夢
の
中
で
も

梁
山
伯
が
、
親
の
命
令
で
帰
省
す
る
祝
英
台
を
見
送
る
場
面
で
あ
る

が
、
そ
の
別
れ
の
悲
し
み
が
「
木
の
枝
が
折
れ
て
木
か
ら
離
れ
る
よ
う
な

も
の
」
、
「
蜜
蜂
が
花
と
別
れ
た
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
比
瞼
に
よ
っ
て
表

さ
れ
て
い
る
。
本
子
曲
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
非
常
に
短
く
単
純
化
さ

れ
た
骨
子
に
、
こ
の
よ
う
に
比
職
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
比

瞼
は
、
実
際
の
歌
掛
け
で
、

ま
た
、
本
子
曲
『
梁
祝
』
の
歌
詞
の
一
部
に
、
歌
掛
け
で
歌
わ
れ
る
歌

詞
と
近
似
す
る
も
の
を
探
す
こ
と
も
で
き
る
。
一
例
を
あ
げ
る
。
本
子
曲

『
梁
祝
」
に
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

私
に
は
、
小
さ
な
蜜
蜂
が
鳴
い
て
い
る
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
が
、
ど

う
い
う
気
持
ち
で
鳴
い
て
い
る
の
で
す
か
？
蝿
飼
矧
割
引
刈
訓
割
凋
洲

棚割司制。

ｌも
の
で
す
。
／
私
た
ち
二
人
は
別
れ
ま
し
た
。
／
劉
蝿
荊
淵
固
制
刎
刺

十
八
里
見
送
り
た
い
。
／

帰
り
ま
し
ょ
う
と
誘
い
ま
す
。
も
し

私
も
あ
な
た
と
一
緒
に
歌
い
た
い
で
す
が
、
私
の
友
人
は
私
に
も
う

た
よ
う
な
も
の
で
す
（
稲
）

梁
山
伯
は
英
台
が
帰
る
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
／
ぜ
ひ
祝
英
台
を

そ
の
枝
を
私
の
と
こ
ろ
に
寄

の
枝
が
折
れ
て
木
か
ら
離
れ
る
よ
う
な

て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
良
い
枝
だ
っ
た
ら
、
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剣
川
本
子
曲
は
歌
掛
け
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、

剣
川
本
子
曲
が
音
仮
名
表
記
を
多
用
す
る
こ
と
の
意
義
が
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
○
一
三
年
の
大
理
で
の
調
査
の
際
、
張
錫
禄
氏
に
地
元
の
歌
掛
け
の

歌
を
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に

豊
富
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
。
「
生
活
に
使

わ
れ
る
こ
と
ば
」
や
「
独
特
の
比
嚥
」
は
歌
表
現
と
い
っ
て
も
よ
く
、
「
あ

ら
す
じ
」
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
極
め
て
単
純
化
し
、
そ
こ
に
歌
掛
け

と
共
通
す
る
よ
う
な
歌
表
現
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

二
○
一
四
年
の
調
査
の
お
り
、
段
昆
雲
氏
が
「
「
月
里
桂
花
』
を
覚
え

れ
ば
、
歌
掛
け
歌
を
マ
ス
タ
ー
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本

子
曲
に
歌
表
現
の
見
本
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
子
曲

は
剣
川
地
域
の
歌
掛
け
文
化
の
な
か
で
変
容
し
、
歌
掛
け
の
台
本
に
な
っ

て
い
ノ
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

施
珍
華
氏
が
、
大
本
曲
と
本
子
曲
の
特
徴
を
比
較
し
て
、
大
本
曲
が
叙
（６）

事
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
子
曲
は
杼
情
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の

は
、
こ
う
い
う
比
嚥
表
現
、
い
わ
ば
歌
表
現
が
、
剣
川
本
子
曲
に
は
多
く

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
張
文
氏
が
、

「
大
本
曲
は
劇
の
台
本
に
基
づ
い
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら

の
「
梁
祝
』
は
台
本
に
基
づ
か
ず
、
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
あ
ら
す
じ
に
よ
っ

て
作
っ
た
も
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
た
だ
あ
ら
す
じ
だ
け
で
あ

るが、
四
、
音
仮
名
で
書
く
こ
と
の
意
義

生
活
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
や
ぺ
-
族
独
特
の
比
瞼
殿
？
と
て
も

答
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
あ
る
。
一
つ
は
政
府
の
文
化
館
の
人
が
仕
事
と
し
て
石
宝

山
あ
た
り
で
上
手
な
歌
掛
け
を
記
録
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
歌

い
手
本
人
が
上
手
だ
と
思
う
歌
を
メ
モ
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

家
に
帰
っ
て
か
ら
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
。
歌
い
手
の
中
に

は
、
そ
う
や
っ
て
作
っ
た
メ
モ
帳
を
も
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
を
見
な
が
ら
歌
う
と
レ
ベ
ル
が
低
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

家
に
帰
っ
て
か
ら
そ
れ
を
見
て
学
習
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

歌
い
手
本
人
が
、
歌
会
で
歌
う
た
め
に
他
人
の
歌
っ
て
い
た
歌
を
備
忘

録
と
し
て
と
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
そ
の
表
記
は
音

仮
名
も
訓
字
も
あ
」
り
、
「
お
も
し
ろ
く
現
代
風
の
歌
を
メ
モ
に
と
っ
て

い
た
」
と
い
う
。
備
忘
録
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
個
人
に
分
か
れ
ば
よ
い
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
人
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
音
仮
名
や
訓
字
が
自
由
に
用

い
ら
れ
、
音
仮
名
も
人
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
な
多
様
な
文
字
が
用
い
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。

剣
川
の
本
子
曲
は
、
歌
掛
け
に
開
か
れ
、
歌
掛
け
歌
の
台
本
と
な
っ
て

い
く
。
そ
の
台
本
は
、
そ
の
人
個
人
が
読
め
る
レ
ベ
ル
で
書
か
れ
る
だ
ろ
う

が
、
最
終
的
に
は
、
歌
掛
け
に
開
か
れ
る
現
場
で
変
容
し
て
い
く
音
声
を
、

そ
の
都
度
書
き
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
音
仮
名
表
記
が
多
く
な
っ
て
い
く

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
書
か
れ
て
あ
る
文
字
を
忠
実
に
再
現
す
る
た
め
の

も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
前
述
の
黄
世
代
氏
の
よ
う
に
文
字
が
読
め
な
い

人
は
、
音
声
に
よ
る
記
憶
の
み
を
頼
り
と
し
て
、
歌
掛
け
歌
の
一
部
に
本
子

曲
を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
本
子
曲
の
文
字

そ
の
も
の
が
歌
掛
け
の
音
声
の
な
か
に
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

漢
字
で
書
か
れ
た
中
国
の
伝
説
が
語
り
芸
と
な
り
、
周
縁
の
民
族
に
受
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い 影 る と 仮 ・
へ 麺 Ⅸ 。 『 - そ ァ ，

縛られる

影
響
が
強
い
。
大
理
の
言
葉
は
訓
読
み
と
い
う
よ
り
も
漢
語
そ
の
も
の
と

い
っ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
音
仮
名
と
は
、
方
言
Ⅱ

ペ
-
族
の
古
語
を
表
す
た
め
の
表
記
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。

さ
ら
に
張
文
氏
の
整
理
出
版
し
た
歌
掛
け
歌
や
本
子
曲
（
『
剣
川
県
芸

文
志
』
所
収
の
「
伝
統
白
曲
選
」
）
は
、
出
版
に
際
し
て
音
仮
名
を
統
一

す
る
規
範
を
示
し
、
統
一
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
を
氏
は
「
音

仮
名
で
書
く
理
由
の
一
点
目
は
、
ぺ
-
語
に
は
方
言
差
が
あ
る
の
で
、
他

の
地
域
の
人
と
交
流
す
る
た
め
に
記
録
し
た
。
記
録
し
た
も
の
は
紙
で
伝

え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
二
点
目
は
、
自
分
の
作
っ
た
詩
を
人
に
知
っ
て
も
ら

い
た
い
し
、
同
じ
民
族
の
中
で
伝
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
ぺ
-
族
の
文
化

を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
他
の

地
域
の
人
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
音
仮
名
で
通
じ
る
範
囲
内
の
、
つ

ま
り
剣
川
を
中
心
に
泪
源
、
怒
江
州
蘭
平
、
九
河
な
ど
本
子
曲
の
広
が
る

容
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
剣
川
の
よ
う
に
歌
掛
け
に
開
か
れ
た
地
域
に
お

い
て
は
、
歌
掛
け
に
開
か
れ
自
由
に
変
容
し
て
い
く
音
声
を
書
き
と
め
る

べ
く
音
仮
名
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、
書
か
れ
た
文
字
が
歌
掛
け
の

音
声
に
解
放
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
〈
音
〉
の
具
体
相
が
見
え
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
歌
い
手
に
と
っ
て
の
音
仮
名
で
書
く
こ
と

の
意
義
で
あ
る
。

音
仮
名
表
記
は
そ
の
書
記
者
の
意
図
に
よ
っ
て
ま
た
別
の
顔
を
見
せ
る

こ
と
に
な
る
。
剣
川
県
文
化
館
に
勤
務
し
、
剣
川
地
域
の
歌
掛
け
歌
や
本

子
曲
を
記
録
に
残
し
整
理
出
版
し
て
き
た
張
文
氏
は
、
剣
川
本
子
曲
に
音

仮
名
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
剣
川
を
中
心
と
し
た
中
部
方
言

と
大
理
を
中
心
と
し
た
南
部
方
言
は
異
な
る
の
で
、
記
録
の
方
法
も
異
な

中
部
方
一
一
Ｌ
は
ぺ
叩
か
残

、
記
録
の
方
法
も
異
な

が
、
大
理
で
は
漢
語
の

地
域
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
在
地
知
識
人
に
よ
る
音
仮
名
表
記
の
意

図
が
端
的
に
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
族
文
化
に
通
じ
た
在
地
知
識

人
に
よ
っ
て
、
歌
掛
け
で
歌
わ
れ
る
よ
う
な
歌
表
現
（
張
文
氏
は
こ
れ
を

「
生
活
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
」
、
「
比
嶮
表
現
」
と
述
べ
て
い
た
）
が
、

こ
の
地
域
の
「
古
語
」
と
し
て
発
見
さ
れ
、
「
古
語
」
を
表
す
表
記
と
し

て
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

剣
川
本
子
曲
に
お
け
る
音
仮
名
表
記
は
、
歌
い
手
に
と
っ
て
は
漢
字
の

縛
り
か
ら
解
放
さ
れ
、
歌
掛
け
の
音
声
世
界
へ
開
か
れ
て
変
容
し
て
い
く

音
声
を
書
き
と
め
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
在
地
知

識
人
た
ち
は
、
音
仮
名
表
記
に
剣
川
と
い
う
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

負
わ
せ
、
そ
れ
を
統
一
し
て
い
く
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
音
仮
名
で
あ
る
以
上
、

い
く
ら
統
一
が
図
ら
れ
て
も
剣
川
を
中
心
と
す
る
文
化
圏
の
外
に
広
が
る

こ
と
は
な
い
・

大
理
市
文
化
局
に
勤
務
し
て
い
た
施
珍
華
は
、
自
身
が
本
子
曲
を
歌
う

一
方
で
、
音
仮
名
で
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
整
理
し
つ
つ
、
大
理

大
本
曲
と
の
統
一
化
を
図
り
（
大
本
曲
と
本
子
曲
を
統
一
し
た
「
大
本
子

曲
」
と
い
う
概
念
を
提
出
）
、
中
国
語
に
よ
る
本
子
曲
『
梁
祝
」
を
香
港

（７）

で
出
版
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
剣
川
と
い
う
地
域
文
化
圏
の
壁
を
乗
り

越
え
、
さ
ら
に
普
遍
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
。
剣
川
地
域
を

越
え
た
ぺ
-
族
と
し
て
の
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
際
、
自
由
を
求
め
て
歌
掛
け
の
音
声
と
な
っ
た
〈
音
〉
は
、
再
び
漢

語
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
〈
音
〉
へ
の
振
れ
戻
し
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

中
国
中
原
の
悲
恋
伝
説
「
梁
祝
』
が
、
文
字
を
伴
っ
て
周
縁
地
域
に
受
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特集・〈音〉を書く

容
さ
れ
る
。
剣
川
地
域
の
歌
い
手
に
と
っ
て
、
音
仮
名
表
記
は
、
自
由
に

変
容
す
る
歌
掛
け
歌
を
個
人
的
に
記
録
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
備
忘
録
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
音
仮
名
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
梁
祝
」
は

歌
い
や
す
い
よ
う
に
自
由
に
改
変
さ
れ
、
歌
掛
け
歌
へ
と
開
か
れ
、
ス
ト
ー

リ
ー
は
単
純
化
さ
れ
つ
つ
も
歌
掛
け
歌
の
歌
表
現
が
付
加
さ
れ
た
、
い
わ

ば
「
歌
掛
け
歌
の
台
本
」
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
文
字
は
歌
掛
け
の
音
声

の
な
か
に
消
え
て
い
く
。
一
方
、
在
地
知
識
人
は
音
仮
名
で
表
記
さ
れ
た

歌
表
現
に
伝
統
的
な
「
古
語
」
を
発
見
し
、
だ
か
ら
こ
そ
音
仮
名
で
表
記

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
剣
川
を
中
心
と
し
た
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
に
規
範
化
し
よ
う
と
す
る
。
が
、
そ
れ
が
音
仮
名

で
あ
る
以
上
、
こ
の
試
み
は
在
地
知
識
人
集
団
間
で
の
普
遍
性
獲
得
に
留

ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
た
普
遍
性
は
漢
語
表
記
に
よ
っ
て
も
た

らされる。

〈
音
〉
の
振
幅
は
、
地
域
の
環
境
、
書
記
の
方
法
、
書
記
者
の
立
場
等

に
よ
り
、
そ
の
振
れ
る
方
向
や
振
れ
幅
を
多
様
に
変
え
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
堂
置
昌
ｏ
浄
昌
・
卓
①
』
ミ
ミ
さ
＆
凰
亮
。
。
馬
ミ
ミ
恥
き
き
へ
胃
言
へ

題
昌
。
ミ
ミ
ｓ
ご
曼
晉
ミ
言
。
堕
量
園
亘
．
寄
奇
ｓ
胃
昌
ミ
、
蔚
畠
．
ご
弓

（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
．
Ｃ
・
ス
コ
ッ
ト
、
佐
藤
仁
監
訳
フ
ミ
ァ
ー
脱

国
家
の
世
界
史
」
・
み
す
ず
書
房
・
二
○
一
三
年
）
ゾ
ミ
ァ
と
は
、
ベ

ト
ナ
ム
中
央
高
地
か
ら
北
イ
ン
ド
に
か
け
て
の
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、

タ
イ
、
ビ
ル
マ
、
及
び
中
国
雲
南
、
貴
州
、
広
西
、
四
川
各
省
に
ま

た
が
る
少
数
民
族
居
住
地
帯
。
ぺ
-
族
は
こ
の
雲
南
省
に
暮
ら
す
。

（
２
）
神
野
志
隆
光
「
漢
字
と
非
漢
文
の
世
界
’
八
世
紀
の
文
字
世
界
」

東
京
大
学
教
養
学
部
国
文
・
漢
文
学
会
編
『
古
典
日
本
語
の
世
界

漢
字
が
つ
く
る
日
本
」
東
京
大
学
出
版
会
．
二
○
○
七
年

付
記
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
古
代
日
本

に
お
け
る
口
承
文
学
の
地
域
的
多
様
性
と
表
記
の
関
連
に
つ
い
て
の

研
究
」
（
課
題
番
号
五
○
五
一
四
二
三
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
３
）
本
稿
で
用
い
て
い
る
ぺ
-
族
の
語
り
芸
（
大
本
曲
・
本
子
曲
）
の

資
料
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
資
料
、
歌
い
手
の
情
報
、
調
査
日
時
等
は
、

二
○
一
三
年
調
査
ま
で
の
分
は
、
筆
者
編
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
声

の
伝
承
」
と
漢
字
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
研
究
Ｉ
中
国
雲
南
省
ぺ
-

族
文
化
と
日
本
古
代
文
学
ｌ
」
（
「
共
立
女
子
大
学
・
短
期
大
学
総
合

文
化
研
究
所
紀
要
」
第
四
号
．
二
○
一
三
年
三
月
）
に
収
録
し
た
。

二
○
一
四
年
調
査
資
料
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
発
表
資
料
を
参

照
願
い
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
剣
川
の
語
り
芸
「
本
子
曲
」
を
中

心
に
扱
っ
て
い
る
が
、
大
理
の
語
り
芸
「
大
本
曲
」
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
古
事
記
歌
謡
の
表
記
と
口
調
性
ｌ
中
国
少
数
民
族
ぺ
-
族
の

語
り
芸
を
モ
デ
ル
と
し
て
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
二
○
一
三
年
五

月
）
を
参
照
願
い
た
い
。

（
４
）
立
石
謙
次
「
中
国
雲
南
省
大
理
白
族
の
「
大
本
曲
」
の
概
説
と

紹
介
ｌ
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
ｌ
」
・
「
國
學
院
雑
誌
」
第
二
二
号
・

二
○
一
一
年
九
月

（
５
）
工
藤
隆
・
岡
部
隆
志
『
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
全
記
録

１
９
９
８
』
・
大
修
館
書
店
・
二
○
○
○
年

（
６
）
施
珍
華
他
訳
『
白
族
本
子
曲
』
・
香
港
天
馬
図
書
有
限
公
司
出
版
・

二
○
○
三
年

（
７
）
同
注
（
６
）
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