
は
じ
め
に

漢
族
は
父
系
の
親
族
組
織
で
あ
り
、
女
性
は
婚
出
し
、
死
後
は
婚

家
で
祀
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
婚
姻
儀
礼
は
、
女
性
を

生
家
か
ら
切
り
離
し
、
婚
家
へ
所
属
さ
せ
る
儀
式
で
あ
る
。
儀
礼
の

過
程
と
し
て
は
、
だ
い
た
い
分
離
儀
礼
・
過
渡
儀
礼
・
統
合
儀
礼
の

（
１
）

三
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
で
の
主
要
な
特
徴
は
、
丹
念
な

魔
除
け
・
さ
ま
ざ
ま
な
出
産
祈
願
・
花
嫁
い
じ
め
で
あ
る
。

筆
者
は
一
九
八
四
年
九
月
か
ら
一
九
八
六
年
四
月
ま
で
、
中
国
山

東
省
済
南
市
に
あ
る
山
東
大
学
に
留
学
し
、
い
く
つ
か
の
農
村
で
社

（
２
）

会
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
こ
の
調
査
資
料
を

も
と
に
、
山
東
農
村
の
婚
姻
に
対
す
る
伝
統
的
価
値
観
及
び
コ
ス
モ

（
３
）

ロ
ジ
ー
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

一
分
離
儀
礼

ま
ず
花
嫁
と
そ
の
生
家
と
の
分
離
で
あ
る
が
、
高
青
県
に
は
次
の

カ
ン

よ
う
な
習
俗
が
あ
る
。
婚
礼
の
間
、
花
嫁
は
「
航
」
と
呼
ば
れ
る
オ

〔
論
説
〕中

国
山
東
省
の
婚
姻
儀
礼

ン
ド
ル
ま
た
は
ベ
ッ
ト
か
ら
下
り
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
用
足
し

ホ
イ
メ
ン

に
も
い
け
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
回
門
」
と
い
う
婚
礼
三
日

の
里
帰
り
ま
で
続
く
。
そ
こ
で
花
嫁
は
、
婚
礼
の
一
ヶ
月
前
か
ら
家

事
を
せ
ず
に
オ
ン
ド
ル
の
上
に
座
ら
さ
れ
、
少
し
ず
つ
食
事
を
減
ら

し
て
断
食
を
す
る
。
そ
し
て
用
足
し
な
ど
で
下
り
る
と
き
に
は
、
自

分
の
靴
を
履
い
て
は
な
ら
ず
、
必
ず
兄
弟
か
父
の
靴
を
借
り
て
履
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
娘
は
生
家
の
「
風
水
帯
不

了
去
」
（
風
水
を
持
っ
て
行
け
な
い
）
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
婚
礼

三
日
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
断
食
を
し
て
婚
礼
に
臨
む
。
こ
れ
は
ま
さ
に

嫁
に
出
る
娘
と
生
家
と
の
紐
帯
を
断
ち
切
る
儀
礼
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
花
嫁
が
婚
礼
の
間
、
オ
ン
ド
ル
又
は
ベ
ッ
ト
に
座
ら
さ
れ
て
下

ら
れ
な
い
の
は
、
筆
者
の
調
査
し
た
ど
の
村
に
も
共
通
し
た
習
俗
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
断
食
の
習
俗
も
、
地
域
に
よ
っ
て
程
度
の
遠

（
４
）

い
が
あ
る
。

そ
し
て
娘
と
生
家
と
の
紐
帯
を
断
ち
切
る
最
後
の
儀
礼
と
し
て
、

ホ
ワ
チ
ヤ
オ

花
嫁
が
「
花
輻
」
（
四
人
で
担
ぐ
か
ご
）
に
乗
っ
て
生
家
を
出
発
す
る

中
生
勝
美
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と
き
、
藁
に
火
を
と
も
し
、
花
幅
を
担
い
で
そ
の
上
を
通
し
た
の
ち
、

生
家
の
者
が
水
を
か
け
て
火
を
消
す
儀
礼
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
嫁
出

去
的
女
、
溌
出
去
的
水
」
（
嫁
に
出
る
娘
は
、
ま
い
た
水
だ
）
と
い
う

諺
に
基
づ
い
て
お
こ
な
う
と
い
う
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ

る
。
第
一
に
藁
に
火
を
つ
け
て
花
輻
を
通
す
と
い
う
の
は
魔
除
け
の

（
５
）

意
味
が
あ
る
。
第
一
庭
水
を
か
け
て
火
を
消
す
こ
と
が
、
娘
と
生
家

の
紐
帯
を
最
後
に
断
ち
切
る
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
過
渡
儀
礼

花
嫁
が
花
籟
に
乗
っ
て
生
家
か
ら
婚
家
に
入
る
ま
で
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
魔
除
け
の
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
が
過
渡
儀
礼
の
中
心
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
花
嫁
が
生
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
婚
家
に
も

結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
の
で
、
悪
霊
が
取
り

つ
き
や
す
い
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
山
東
農
村
で
は
、
旧
暦
一
二
月
以
降
に
婚
礼
を
挙
げ
る
の
に

よ
い
吉
日
が
続
く
と
い
う
の
で
、
旧
正
月
前
に
多
く
の
婚
礼
が
あ

る
。
し
か
し
旧
暦
三
一
月
は
地
獄
か
ら
悪
霊
が
出
て
き
て
地
上
を
俳

個
す
る
月
で
も
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
魔
除
け
は
非
常
に

丹
念
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

ま
ず
生
家
の
方
で
娘
に
真
紅
の
花
嫁
衣
装
を
着
さ
せ
、
頭
か
ら
赤

モ
ン
ト
ウ
ホ
ン

い
布
の
「
蒙
頭
紅
」
を
被
せ
て
、
花
嫁
の
か
ら
だ
全
体
を
赤
色
で
包

ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
悪
霊
が
赤
を
嫌
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
、
花
矯
に
乗
っ
て
い
る
花
嫁
を
悪
霊
か
ら
守
る
た
め
で
あ
る
。
消

博
県
蒲
家
荘
で
は
、
花
嫁
が
頭
に
赤
い
布
を
被
る
の
は
、
行
列
の
途

パ
ー
ツ
（
《
ｂ
）

中
で
花
嫁
の
「
八
字
」
と
合
わ
な
い
男
と
視
線
が
合
う
の
を
防
ぐ
た

め
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。

花
幅
が
婚
家
に
到
着
し
て
爆
竹
を
鳴
ら
す
の
も
、
花
幅
に
つ
い
て

来
た
悪
霊
を
追
い
払
う
た
め
で
あ
る
。
花
籟
か
ら
下
り
た
花
嫁
は
、

足
を
地
面
に
直
接
着
け
て
は
な
ら
ず
、
手
伝
人
が
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん

を
ひ
き
、
そ
の
上
を
花
嫁
に
歩
か
せ
た
。
そ
し
て
門
の
前
で
花
嫁
に

フ
オ
パ
ン

「
火
盆
」
を
跨
が
せ
た
。
こ
れ
も
火
に
よ
る
魔
除
け
で
あ
る
。
そ

れ
か
ら
花
嫁
は
手
伝
の
男
達
に
担
が
れ
て
鞍
に
座
ら
さ
れ
、
そ
の
後

中
庭
ま
で
担
が
れ
た
。
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん
や
花
嫁
を
担
ぐ
と
こ
ろ
な

ど
は
、
日
本
の
「
筵
敷
き
」
や
「
嫁
抱
き
」
を
坊
佛
さ
せ
る
。
江
守

五
夫
教
授
は
日
本
の
こ
う
し
た
儀
礼
を
、
加
盟
儀
礼
と
し
て
で
は
な

く
「
婚
家
の
敷
居
に
は
嫁
に
と
り
危
険
な
悪
霊
が
宿
る
と
の
呪
術
的

信
仰
が
あ
り
、
《
嫁
抱
き
》
も
こ
の
危
難
か
ら
嫁
を
ま
も
る
儀
礼
で

あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
」
〔
江
守
一
九
八
六
二
○
八
〕
と
さ
れ
て
い

る
。
筆
者
の
調
査
で
は
残
念
な
が
ら
中
国
の
敷
居
に
つ
い
て
の
民
俗

（
７
）

的
観
念
に
つ
い
て
聞
い
て
い
な
い
。
し
か
し
花
嫁
が
門
を
担
が
れ
て

ホ
ン
チ
ヨ
ワ
ン

入
る
と
同
時
に
「
紅
薄
」
が
置
か
れ
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
魔
除
け
の

（
３
）

意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
江
守
教
授
の
見
解
は
山
東
の
習
俗
に
も

妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

三
統
合
儀
礼

統
合
儀
礼
は
花
嫁
が
婚
家
の
門
を
入
る
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
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る
。
歴
城
県
で
は
、
花
嫁
が
門
を
入
る
前
に
鞍
に
座
ら
せ
る
儀
礼
、

カ
オ

及
び
門
を
入
っ
て
す
ぐ
に
赤
い
紙
の
上
に
置
い
た
「
樵
」
と
い
う
菓

（
９
）

子
を
踏
ま
せ
る
儀
礼
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
花
嫁
を
婚
家
の
成
員
と

し
て
婚
家
の
繁
栄
を
祈
願
さ
せ
て
い
た
。

花
嫁
と
婚
家
の
統
合
過
程
で
注
目
し
た
い
の
は
、
婚
礼
の
三
日
間

ナ
オ
フ
ア
ン

の
夜
に
お
こ
な
わ
れ
る
「
閑
房
」
で
あ
る
。
第
一
日
目
が
最
も
賑
や

か
で
あ
る
と
い
う
が
、
手
伝
人
の
中
で
中
心
的
役
割
を
は
た
す
花
婿

の
イ
ト
コ
や
、
花
婿
の
宗
族
で
同
世
代
、
あ
る
い
は
彼
よ
り
下
の
世

代
の
男
性
が
花
嫁
を
か
ら
か
う
習
俗
で
あ
る
。
そ
れ
も
性
的
な
か
ら

（
蛆
）

か
い
が
顕
著
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
山
東
農
村
は
所
謂
「
儒
教
倫
理
」

が
ゆ
き
と
ど
い
て
お
り
、
性
に
対
す
る
倫
理
は
、
現
在
で
も
非
常
に

厳
格
で
あ
る
。
そ
こ
で
花
嫁
が
生
家
と
の
紐
帯
が
切
ら
れ
、
婚
家
に

マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン

も
ま
だ
統
合
さ
れ
て
い
な
い
「
境
界
人
」
を
か
ら
か
う
こ
と
に
、
世

代
の
序
列
や
儒
教
的
性
倫
理
と
い
う
日
常
的
秩
序
の
逸
脱
が
承
ら
れ

ス
ゼ
Ｏ

ニ
ヤ
ン
チ
ヤ
ー

ま
た
花
嫁
の
統
合
過
程
は
、
婚
家
と
嫁
の
生
家
「
娘
家
」
と
の
連ホイ

帯
創
設
の
過
程
で
も
あ
る
。
歴
城
県
で
は
結
婚
第
二
日
目
の
「
回

メ
ン門

」
が
、
婚
姻
儀
礼
の
最
後
の
段
階
に
組
承
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

（
ｕ
）
（
皿
）

以
降
娘
家
は
儀
礼
的
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
の
上
で
も
重
要
な
関

係
を
持
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

山
東
農
村
の
婚
姻
儀
礼
は
、
魔
除
け
・
出
産
祈
願
・
嫁
い
じ
め
を

特
徴
と
す
る
。
そ
し
て
魔
除
け
・
嫁
い
じ
め
が
、
境
界
人
と
な
る
花

嫁
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。

で
は
出
産
祈
願
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
魔
除
け
の
儀
礼
に
関
係
し
て
い

る
。
こ
の
点
は
従
来
の
婚
姻
儀
礼
の
分
析
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
。

従
来
中
国
の
婚
姻
儀
礼
の
魔
除
け
に
関
し
て
、
は
脆
弱
な
花
嫁
を
守

る
た
め
だ
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
〔
馬
一
九
八
一
九
八
〕
。

し
か
し
伝
統
的
観
念
と
し
て
、
結
婚
の
目
的
は
嫁
を
迎
え
る
こ
と
よ

り
も
、
跡
継
ぎ
を
得
る
こ
と
が
究
極
的
な
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
出

産
祈
願
の
儀
礼
の
象
徴
す
る
価
値
観
と
い
え
る
。
そ
こ
で
視
点
を
ず

ら
し
て
、
子
供
を
守
る
儀
礼
か
ら
説
明
し
た
い
。

歴
城
県
で
は
、
子
供
の
出
生
後
六
日
目
と
一
二
日
目
に
、
娘
家
か

ら
食
べ
物
の
贈
り
物
が
あ
る
。
こ
の
と
き
は
子
供
に
特
別
な
儀
礼
を

ほ
ど
こ
し
て
い
な
い
。
子
供
を
守
る
儀
礼
と
し
て
は
、
一
ヶ
月
目
の

マ
ン
ニ
エ

「
満
月
」
又
は
百
日
目
に
、
髪
毛
を
剃
り
落
と
し
て
外
に
捨
て
る
儀

シ
ヤ
オ
ミ
ン
ル
ー

礼
が
あ
る
。
ま
た
子
供
の
と
き
だ
け
に
呼
ば
れ
る
「
小
名
」
「
乳

マ
ミ
ン名

」
が
あ
る
が
、
特
に
男
の
子
の
名
前
は
、
女
の
子
の
名
前
と
か
奇

妙
な
名
前
を
付
け
る
。
そ
れ
は
男
の
子
の
名
前
だ
と
、
悪
霊
が
と
り

つ
い
て
し
ま
う
の
で
、
悪
霊
か
ら
男
の
子
を
隠
す
た
め
に
こ
う
し
た

名
前
を
付
け
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
子
供
の
衣
服
に
は
帽
子
・
よ
だ

れ
掛
け
・
謄
靴
に
、
龍
や
虎
の
デ
ザ
イ
ン
、
か
施
し
て
あ
る
。
こ
れ
も

魔
除
け
の
意
味
が
あ
る
。
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こ
う
し
て
大
事
に
育
て
ら
れ
て
い
た
子
供
も
、
も
し
な
に
か
の
病

気
で
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
転
し
て
そ
の
子
供

は
人
間
で
は
な
く
悪
霊
だ
っ
た
と
糸
な
さ
れ
、
葬
儀
も
出
し
て
も
ら

え
な
い
。
こ
れ
は
中
国
各
地
で
見
ら
れ
る
習
俗
で
、
小
さ
な
と
ぎ
に

死
ん
で
し
ま
っ
た
子
供
は
、
悪
霊
か
そ
の
親
が
前
世
で
受
け
た
恨
み

を
は
ら
す
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
何
者
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
こ
の
子
の
死
体
を
自
ら
の
宗
族
の
墓
地
へ
埋
葬
せ
ず
、
そ

の
死
体
を
犬
に
食
べ
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
〔
三
二
己
忌
邑
ミ
〕
・

筆
者
の
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
子
供
の
死
体
を
祖
先
の
墓
地
に
埋

葬
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
犬
に
死
体
を
食
べ
さ
せ
る
習
慣
は
聞
か

な
か
っ
た
。
し
か
し
高
青
県
で
は
多
少
類
似
し
た
習
俗
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
子
供
が
死
ん
だ
な
ら
ば
、
父
親
が
そ
の
死
体
と
梶
棒
を
持
っ

て
畑
に
い
き
、
「
悪
霊
め
、
二
度
と
戻
っ
て
く
る
な
」
と
叫
び
な
が

ら
梶
棒
で
死
体
の
頭
を
三
回
殴
り
つ
け
、
梶
棒
の
血
を
ズ
ボ
ン
の
右

裾
に
擦
り
つ
け
た
あ
と
で
、
死
体
と
梶
棒
を
畑
に
投
げ
捨
て
て
家
に

帰
る
。
母
親
は
死
ん
だ
子
供
が
母
を
想
っ
て
家
に
帰
っ
て
来
な
い
よ

う
に
、
す
ぐ
に
娘
家
へ
里
帰
り
し
、
三
日
間
滞
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

で
は
こ
の
悪
霊
が
い
っ
た
い
い
つ
母
親
の
か
ら
だ
に
入
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
が
最
も
高
い
の
は
結
婚
式
で
あ
る
。
婚

姻
儀
礼
の
魔
除
け
は
、
確
か
に
花
嫁
を
保
護
す
る
こ
と
も
目
的
と
し

て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
悪
霊
に
花
嫁
の
か
ら
だ
の
中
へ
入
り
込
ま

せ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
健
康
な
跡
継
ぎ
を
得
る
こ
と
が
隠
さ
れ
た
意

味
と
し
て
あ
っ
た
。

以
上
で
中
国
山
東
省
の
婚
姻
儀
礼
の
中
心
要
素
で
あ
る
出
産
祈
願

と
魔
除
け
と
の
関
係
を
た
ど
り
な
が
ら
、
婚
姻
の
目
的
と
し
て
新
た

な
成
員
を
迎
え
る
と
同
時
に
、
後
継
者
の
獲
得
と
い
う
目
的
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
た
こ
と
で
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

註

（
１
）
こ
の
用
語
と
概
念
は
ヘ
ネ
ッ
プ
の
『
通
過
儀
礼
』
に
よ
っ
た
。
し

か
し
山
東
の
婚
姻
儀
礼
の
過
程
は
、
明
確
に
こ
の
三
つ
に
分
類
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
前
後
重
複
し
て
い
る
。

（
２
）
本
稿
で
言
及
し
た
中
国
山
東
省
の
調
査
地
は
次
の
通
り
。
歴
城
県

冷
水
溝
荘
（
山
東
大
学
歴
史
系
高
級
進
修
生
教
学
実
習
）
。
淵
博
県

蒲
家
荘
（
上
田
信
氏
と
と
も
に
澗
博
県
外
事
処
の
招
待
で
調
査
）
。

高
青
県
（
山
東
大
学
図
書
館
職
員
潟
国
玉
女
史
か
ら
聞
き
取
り
）
。

こ
の
場
を
か
り
て
調
査
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
し
た

い
Ｏ

（
３
）
中
国
は
、
一
九
四
九
年
の
社
会
主
義
革
命
以
来
、
幾
村
の
社
会
主
義

化
Ⅱ
人
民
公
社
化
、
及
び
文
化
大
革
命
と
い
っ
た
政
治
的
要
因
に
よ

っ
て
社
会
変
化
が
起
き
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
取
り
扱
う
「
伝
統

的
」
婚
姻
儀
礼
と
い
う
の
は
、
革
命
以
前
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
習

俗
を
指
す
。
今
日
の
婚
姻
儀
礼
は
、
か
な
り
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。

婚
姻
儀
礼
の
諸
要
素
は
、
代
替
す
る
か
消
滅
し
て
い
る
が
、
儀
礼
の

構
造
自
体
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
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（
４
）
歴
城
県
で
は
高
青
県
ほ
ど
厳
し
い
断
食
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

ば
高
青
県
は
三
日
目
に
回
門
を
す
る
の
に
対
し
、
歴
城
県
で
は
翌
日

が
回
門
な
の
で
、
こ
れ
ほ
ど
厳
し
く
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

（
５
）
歴
城
県
で
は
、
除
夜
の
夕
方
に
魔
除
け
を
す
る
た
め
家
の
前
で
藁

を
燃
す
儀
礼
が
あ
り
、
悪
霊
は
藁
の
火
に
弱
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

（
６
）
「
八
字
」
と
は
、
風
水
先
生
が
男
と
女
の
生
ま
れ
た
年
・
月
・
日
．

時
を
そ
れ
ぞ
れ
十
二
支
で
表
わ
し
て
そ
の
相
性
を
占
う
。

。
ｒ
ン

（
７
）
現
在
、
歴
城
県
で
は
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん
を
敷
い
て
新
婚
の
部
屋
「
洞

フ
ア
ン

房
」
ま
で
入
る
こ
と
は
な
い
が
、
自
動
車
か
ら
下
り
た
花
嫁
を
手
伝

の
男
達
が
行
く
手
を
遮
り
、
花
嫁
を
さ
ん
ざ
ん
か
ら
か
っ
た
の
ち
に

入
り
口
に
椅
子
を
縦
に
並
べ
て
花
嫁
を
担
ぎ
上
げ
、
そ
の
上
を
股
が

ら
せ
な
が
ら
中
庭
ま
で
担
い
で
行
く
。
敷
居
を
自
分
の
足
で
跨
が
せ

な
い
習
俗
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
こ
と
に
、
敷
居
に
対
す
る
な
ん
ら

か
の
観
念
が
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
山
東
農
村
の
門
の
敷
居
は

約
三
○
セ
ン
チ
の
高
さ
が
あ
り
、
普
段
で
も
そ
の
敷
居
は
踏
ん
で
は

な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
８
）
参
考
ま
で
に
紅
簿
（
レ
ン
ガ
・
箸
・
銅
銭
を
赤
い
紙
で
包
ん
だ
も

の
）
が
魔
除
け
の
目
的
が
あ
る
と
い
う
高
青
県
の
民
間
伝
承
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。

昔
あ
る
婚
礼
で
、
突
然
花
嫁
が
二
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
人

ク
イ

が
本
物
で
一
人
が
化
け
物
の
「
鬼
」
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
ま
わ

り
の
者
が
ど
ち
ら
が
本
物
か
と
聞
き
糺
し
て
も
、
二
人
と
も
自
分

が
本
物
だ
と
言
い
判
断
が
つ
か
な
い
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
、

花
嫁
の
母
を
呼
ん
で
花
嫁
の
特
徴
を
聞
い
て
ゑ
た
。
母
は
娘
の
口

元
に
ほ
く
る
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
、
見
て
承
る
と
二
人
と

も
あ
る
。
次
に
へ
そ
の
横
に
も
ほ
く
る
が
あ
る
と
い
う
の
で
見
て

承
る
と
や
は
り
二
人
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
周
囲
の
も
の
と
相
談
し

て
化
け
物
を
だ
ま
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
手
伝
人
に
長
い

梯
子
を
持
っ
て
来
て
こ
さ
せ
、
母
に
娘
は
梯
子
登
り
が
得
意
だ
と

言
わ
せ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
化
け
物
は
、
本
物
を
押
し
倒
し
て
梯

子
を
か
け
上
り
、
自
分
こ
そ
が
本
物
だ
と
言
っ
た
。
皆
は
あ
れ
こ

そ
が
化
け
物
だ
と
い
う
の
で
、
梯
子
を
倒
し
て
化
け
物
の
上
に
レ

ン
ガ
を
置
き
、
手
足
の
と
こ
ろ
に
箸
を
打
ち
込
ん
で
動
け
な
い
よ

う
に
し
た
。

ア
ン

一
．
ン

カ
オ

（
９
）
「
鞍
」
は
安
全
の
「
安
」
と
、
そ
し
て
「
樵
」
が
「
歩
歩
登
高
」

勺
オ
タ
ク
ソ
ノ
ミ
－

（
だ
ん
だ
ん
良
く
な
る
）
の
「
高
」
と
同
音
異
義
で
あ
る
。

（
蛆
）
淵
博
県
蒲
家
荘
で
聞
い
た
話
だ
が
、
闇
房
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粒

を
花
嫁
の
挟
か
ら
入
れ
て
、
花
婿
に
そ
れ
を
取
る
よ
う
に
は
や
し
た

て
た
が
、
花
婿
が
恥
ず
か
し
が
っ
て
取
ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
男
達

が
花
嫁
の
服
の
中
に
手
を
つ
っ
こ
ゑ
胸
な
ど
を
触
っ
た
と
い
う
。
こ

の
話
を
他
の
人
に
話
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
文
化
大
革
命
で
秩
序
が
乱

れ
た
か
ら
で
、
昔
は
性
的
な
こ
と
を
言
っ
て
花
婿
花
嫁
を
恥
ず
か
し

が
ら
せ
た
だ
け
で
、
手
出
し
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
人
と
、

昔
は
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
と
い
う
人
が
い
た
。
闇
房
が
非
常
に
狼
要

な
習
慣
の
と
こ
ろ
も
あ
り
〔
馬
一
九
八
一
二
六
二
〕
花
嫁
に
た

い
す
る
性
的
な
い
た
ず
ら
は
、
伝
統
的
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。ソ

ン

（
ｕ
）
子
供
が
生
ま
れ
た
と
き
に
実
家
か
ら
食
料
が
贈
ら
れ
て
く
る
「
送

『
一
一
１
巳
０米

」
の
習
俗
、
婚
礼
・
葬
儀
へ
の
参
与
、
旧
正
月
二
日
の
里
帰
り
等
。
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江
守
五
夫
一
九
八
六
『
日
本
の
婚
姻
ｌ
そ
の
歴
史
と
民
俗
』
弘
文
堂

へ
ネ
ッ
プ
綾
部
恒
雄
・
裕
子
訳
一
九
七
七
『
通
過
儀
礼
』
弘
文
堂

馬
之
驍
一
九
八
一
『
中
国
的
婚
俗
』
経
世
書
局
印
行

言
。
罵
鈩
．
．
遍
置
．
《
《
の
○
房
》
の
言
、
厨
》
“
且
シ
ョ
。
の
黒
。
獄
の
ご
ゞ
宮
君
ｏ
戻
少
．

（
＆
．
）
》
駒
竪
碕
ご
苫
ミ
ミ
淘
迂
震
昌
曽
○
量
嵩
偽
吻
偽
吻
。
ｇ
翁
廼
．
塑
画
具
○
ａ

ｑ
・
屯 （

返
）
分
室

来
る
。

参
考
文
献 分

家
に
は
、

必
ず
母
の
兄
弟
が
仲
裁
・
財
産
分
け
の
立
ち
会
い
に

（
香
港
在
住
・
社
会
人
類
学
）
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