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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
中
国
の
正
月
風
景

中
国
の
春
節
に
ま
つ
わ
る
伝
説

鈴 

木
　
健 

之
　

　

中
国
で
は
陽
暦
一
月
一
日
を
元ユ

ア
ン

旦ダ
ン

と
称
す
る
が
、
こ
の
日
一
日
だ
け
が

休
日
で
あ
る
。
こ
れ
は
便
宜
上
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
義
理
立

て
し
た
か
っ
こ
う
で
あ
る
。
中
国
は
古
く
か
ら
旧
正
月
す
な
わ
ち
旧
暦
の

正
月
一
日
を
歳
首
と
し
て
祝
う
習
わ
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
中
国
が
西
暦
を

採
用
し
た
の
は
、
中
華
民
国
元
年
一
九
一
二
年
一
月
一
日
（
清
の
宣
統
三

年
辛
亥
十
一
月
十
三
日
）
か
ら
で
、
政
府
は
以
後
太
陽
暦
で
あ
る
西
暦
を

主
と
し
陰
暦
を
兼
用
す
る
と
し
た
。
一
九
一
四
年
一
月
か
ら
は
陰
暦
の
正

月
元
旦
を
春チ

ュ
ン

節ヂ
エ

（
春
節
は
も
と
も
と
二
十
四
節
気
の
立
春
の
日
の
こ
と
）

と
、
陽
暦
の
一
月
一
日
を
元
旦
と
称
す
る
と
定
め
た
。
こ
の
定
め
を
今
も

踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
中
国
は
二
千
年
以
上
も
前
か
ら
太
陰
暦
に

太
陽
暦
（
二
十
四
節
気
）
を
調
和
さ
せ
た
旧
暦
を
一
貫
し
て
用
い
て
き
た
。

春
節
、
清
明
節
、
端
午
節
、
中
秋
節
の
四
大
節
日
を
は
じ
め
、
伝
統
年
中

行
事
は
み
な
今
な
お
旧
暦
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
昨
年
二
〇
〇
六
年

は
一
月
二
十
九
日
が
春
節
で
、
こ
の
日
か
ら
公
的
機
関
や
会
社
は
全
国
一

斉
に
一
週
間
の
休
み
と
な
る
。
春
節
期
間
の
特
別
旅
客
運
送
を
「
春
運
」

と
言
う
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
政
府
筋
は
、
こ
の
日
前
後
四
十
日
間
に
帰
省

や
旅
行
の
た
め
に
移
動
す
る
大
陸
の
中
国
人
は
延
べ
二
十
億
四
千
二
百
万

人
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
測
を
発
表
し
た
。
ま
さ
に
熱
狂
的
な
民
族

大
移
動
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
か
ら
は
、
中
国
大
陸
に
進
出
し
て
い
る
台

湾
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
そ
の
家
族
の
里
帰
り
の
た
め
に
、
春
節
を
は
さ
む

二
十
数
日
間
に
限
っ
て
大
陸
上
海
と
台
湾
台
北
間
の
直
行
便
が
特
別
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昨
年
は
七
十
二
便
が
就
航
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア

や
そ
の
他
の
地
域
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
華
人
華
僑
た
ち
も
毎
年
春
節
を

心
待
ち
に
し
て
い
る
。
年
の
更
新
の
祝
祭
春
節
に
対
す
る
中
国
人
の
愛
着

と
高
揚
は
一
通
り
で
な
く
、
深
奥
で
あ
る
。
春
節
の
主
な
伝
統
行
事
や
風

習
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
紹
介
し
よ
う
。

　

竈か
ま
ど

神が
み　

旧
暦
十
二
月
二
十
三
日（
南
方
の
一
部
で
は
二
十
四
日
）に「
送

竈
」「
祭
竈
」
を
す
る
。
こ
の
日
各
家
に
祭
ら
れ
て
い
る
竈ザ

オ

神シ
ェ
ン（

竈ザ
オ

王ワ
ン

爺イ
エ

、
竈ザ

オ

君ジ
ュ
ンと

も
）
が
天
上
の
至
高
神
た
る
玉
皇
大
帝
に
下
界
の
人
間
の

一
年
間
の
良
い
事
、
悪
い
事
を
報
告
し
に
昇
天
す
る
と
信
じ
ら
れ
、
厨
房

で
竈
神
に
供
物
を
供
え
線
香
を
あ
げ
、
紙
銭
を
燃
や
し
て
送
り
出
す
。
竈

神
は
大
晦
日
か
元
日
に
戻
っ
て
来
る
。
竈
の
壁
の
上
に
貼
ら
れ
た
竈
神
の

画
像
は
正
月
飾
り
の
木
版
刷
り
の
年
画
の
一
種
で
、
夫
婦
像
の
場
合
も
あ

る
。
絵
の
両
側
に
「
上
天
言
好
事
、
下
界
保
平
安
」（
昇
天
し
て
好
い
事

を
言
っ
て
く
だ
さ
い
、
天
下
っ
て
は
平
安
を
お
守
り
く
だ
さ
い
）
な
ど
の

対
聯
が
貼
ら
れ
る
。
供
物
中
の
飴
を
神
像
の
口
に
な
す
り
つ
け
た
り
す
る
。

こ
れ
は
竈
神
に
「
甜
言
蜜
語
」（
甘
い
言
葉
、
聞
こ
え
の
良
い
事
）
を
言
っ

て
も
ら
う
た
め
と
も
、
或
い
は
飴
で
歯
に
ね
ば
り
つ
か
せ
て
奉
告
に
口
ご

も
ら
せ
る
た
め
だ
と
も
解
釈
さ
れ
る
。
普
通
こ
の
こ
ろ
か
ら
新
年
を
迎
え
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る
準
備
を
開
始
す
る
。
竈
神
の
行
事
や
信
仰
は
も
は
や
衰
退
し
た
が
、
こ

の
神
の
素
姓
を
説
く
伝
説
の
ほ
う
は
な
お
余
命
を
保
っ
て
い
る
ら
し
い
。

四
川
省
奉
節
県
の
伝
説
。

　

長
者
の
張
員
外
が
一
人
息
子
張
献
生
の
運
勢
を
易
者
に
見
て
も
ら
っ

た
と
こ
ろ
、
将
来
家
の
身
代
を
つ
ぶ
す
と
見
立
て
が
出
る
。
さ
ら
に
易

者
に
家
柄
が
劣
る
李
氏
の
娘
を
紹
介
さ
れ
、
息
子
は
結
婚
す
る
が
、
す

ぐ
に
李
氏
を
離
縁
す
る
。
家
を
追
い
出
さ
れ
た
李
氏
は
あ
て
も
な
く
ロ

バ
の
行
く
に
任
せ
、
ロ
バ
が
歩
み
を
止
め
た
家
の
人
と
結
婚
し
よ
う
と

決
め
る
。
ロ
バ
は
あ
る
洞
窟
の
前
で
止
ま
り
、
そ
の
洞
窟
に
は
母
と
渡

し
守
の
息
子
が
住
ん
で
い
た
。
息
子
は
背
中
が
曲
が
り
、
皮
膚
病
。
こ

れ
も
運
命
と
あ
き
ら
め
、
祝
言
の
た
め
に
酒
と
鶏
を
買
い
に
行
か
せ
よ

う
と
銀
貨
を
渡
す
と
、
息
子
は
こ
ん
な
石
こ
ろ
な
ら
洞
窟
に
い
く
ら
で

も
あ
る
と
言
う
。
息
子
は
ム
カ
デ
が
入
っ
た
鶏
料
理
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、

背
中
が
ぴ
ん
と
し
、
皮
膚
病
も
治
る
。
二
人
は
洞
窟
の
銀
塊
を
元
手
に

家
を
建
て
、
田
畑
を
買
っ
て
い
い
暮
ら
し
を
す
る
。
慈
悲
深
い
李
氏
は

毎
年
乞
食
に
施
し
を
し
て
い
た
。
一
方
張
献
生
は
妻
を
離
縁
し
て
か
ら

暮
ら
し
向
き
が
悪
く
な
り
、
身
上
を
食
い
つ
ぶ
し
て
乞
食
に
な
る
。
施

し
を
求
め
て
李
氏
宅
を
訪
ね
二
日
間
行
列
に
並
ぶ
が
、
め
ぐ
り
合
わ
せ

が
悪
く
て
食
べ
物
に
あ
り
つ
け
な
い
。
不
運
を
か
こ
っ
て
泣
く
前
夫
の

声
に
気
づ
い
た
李
氏
は
、
張
を
家
に
入
れ
飯
を
食
わ
せ
、
銀
子
の
入
っ

た
包
み
を
背
負
わ
せ
て
「
こ
の
包
み
は
人
に
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

と
言
い
聞
か
せ
て
出
さ
せ
る
。
張
は
李
氏
の
夫
の
渡
し
場
に
来
る
。
張

は
対
岸
に
着
い
て
銭
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
渡
し
賃
が
わ
り
に
重
た

い
包
み
を
置
い
て
行
く
。
渡
し
守
が
包
み
を
あ
け
る
と
中
は
す
べ
て
銀

子
。
李
氏
は
夫
に
「
そ
の
男
が
う
ち
か
ら
盗
ん
で
行
っ
た
も
の
に
違
い

な
い
。
す
ぐ
連
れ
戻
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
で
連
れ
戻
し
、
張
を
厨

房
に
入
れ
て
元
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
張
は
す
ま
な
が
り
、
会

わ
せ
る
顔
が
な
い
と
竈
の
中
に
も
ぐ
り
こ
み
焼
け
死
ぬ
。
李
氏
も
そ
の

あ
と
を
追
っ
て
竈
の
中
で
焼
け
死
ぬ
。
人
々
は
二
人
の
死
体
が
な
い
の

で
、
二
人
の
名
前
を
書
い
て
竈
の
口
に
貼
っ
た
。
彼
ら
が
天
に
昇
る
日

十
二
月
二
十
四
日
の
晩
に
ご
加
護
を
願
っ
て
祭
る
よ
う
に
な
っ
た（
１
）。

　

こ
の
代
表
的
な
竈
神
由
来
譚
は
「
張
郎
と
郭
丁
香
」「
張
郎
休
妻
」（
休

は
離
縁
す
る
の
意
）
な
ど
と
も
題
さ
れ
て
、
民
間
故
事
だ
け
で
は
な
く
、

芝
居
や
語
り
物
と
し
て
も
広
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
話
が
わ

が
国
の
炭
焼
き
長
者
再
婚
型
、
運
定
め
男
女
の
福
分
の
昔
話
や
蘆
刈
説
話

と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
従
前
よ
り
指
摘
さ
れ
、
そ
の
類
縁
性
や
対
応
関

係
に
つ
い
て
論
議
が
多
く
あ
る（
２
）。

　
「
年ニ

エ
ン」

の
伝
説　

年
末
年
始
は
「
忙
年
」
と
言
っ
て
、
男
も
女
も
一
年

の
締
め
く
く
り（
大
掃
除
、付
け
や
借
金
の
清
算
な
ど
）や
年
越
し
の
支
度
、

祖
先
と
財
神
な
ど
を
迎
え
る
祭
祀
、
年
始
回
り
な
ど
諸
々
の
行
事
の
た
め

に
大
忙
し
で
あ
る
。
忙
し
い
の
は
人
間
ば
か
り
で
は
な
い
。
て
ぐ
す
ね
引

い
て
待
っ
て
い
た
、
人
に
悪
さ
を
働
く
魑
魅
魍
魎
が
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に

跳
梁
跋
扈
す
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
人
に
加
勢
し
救
う
た
め
に
権
化

す
る
神
仙
た
ち
も
ま
た
慌
し
く
上
り
下
り
す
る
。
魔
除
け
の
呪
い
、
縁
起

担
ぎ
、
禁
忌
な
ど
が
こ
の
期
間
と
り
わ
け
多
く
集
中
す
る
わ
け
で
あ
る
。

大
晦
日
に
年ニ

エ
ンと

い
う
人
喰
い
の
化
け
物
が
出
没
す
る
と
い
う
言
い
伝
え
は
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全
国
的
に
広
く
流
布
し
て
い
る
。
福
建
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、

　

昔
々
、
人
や
獣
を
喰
う
年4

は
山
の
洞
穴
に
棲
ん
で
い
た
が
、
春
が
来

る
前
に
山
か
ら
下
り
て
村
人
を
喰
っ
た
。
あ
る
大
晦
日
の
夕
暮
れ
、
勇

敢
な
二
人
の
牧
童
が
家
人
の
止
め
る
の
も
聞
か
ず
牛
の
放
牧
に
出
た
。

牛
の
群
が
固
ま
っ
た
の
で
鞭
を
打
つ
と
、
一
匹
の
怪
物
が
悲
鳴
を
あ
げ

て
逃
げ
て
行
っ
た
。
二
人
は
牛
に
鞭
を
入
れ
な
が
ら
逃
げ
る
年4

を
追
い

か
け
た
。
年4

は
呉
爺
さ
ん
の
家
の
前
ま
で
来
る
と
、
び
っ
く
り
し
て
く

び
す
を
返
し
て
村
の
奥
へ
ま
た
逃
げ
た
。
呉
爺
さ
ん
の
う
ち
に
赤
い
服

が
干
し
て
あ
っ
た
。
日
暮
れ
て
家
々
の
窓
か
ら
と
も
し
火
の
光
が
漏
れ

て
い
た
。
年4

は
目
が
く
ら
ん
で
ま
た
背
を
向
け
て
逃
げ
た
。
二
人
は
わ

ざ
と
鞭
を
打
ち
鳴
ら
し
て
年4

を
お
ど
か
し
山
中
に
退
散
さ
せ
た
。
村
に

戻
っ
た
二
人
は
「
年4

は
鳴
る
音
、
赤
い
色
、
火
の
光
が
怖
い
ん
だ
。
僕

ら
は
や
つ
を
防
げ
る
ぞ
」。
さ
っ
そ
く
村
人
は
村
の
入
り
口
に
か
が
り

火
を
焚
き
、
二
人
が
竹
を
火
の
中
に
一
本
一
本
く
べ
る
と
、
パ
ン
パ
ン

と
は
ぜ
る
音
が
し
た
。
果
た
し
て
何
匹
か
の
年4

が
か
が
り
火
と
竹
の
破

裂
音
に
驚
い
て
山
に
逃
げ
帰
っ
た
。
村
人
は
無
事
に
正
月
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
時
か
ら
、人
々
は
正
月
一
日
を「
過
年
」（
年
を
越
す
）

と
呼
び
、
赤
い
紙
に
吉
祥
の
対
句
を
書
い
た
「
春
聯
」
を
貼
り
、
爆
竹

を
鳴
ら
し
、
ろ
う
そ
く
を
点
し
、
赤
い
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た（
３
）。

　

一
般
に
鞭ビ

エ
ン

炮パ
オ

、
爆バ

オ

仗ジ
ャ
ンと
呼
ば
れ
る
爆
竹
は
、
実
際
最
初
は
竹
を
火
中

に
投
じ
て
い
た
。
北
宋
時
代
十
二
世
紀
に
至
っ
て
火
薬
を
紙
に
包
み
巻
い

た
単
発
の
も
の
が
現
れ
、
南
宋
に
な
っ
て
現
在
の
よ
う
な
連
発
の
爆
竹
が

で
き
た
。
二
〇
〇
七
年
二
月
十
七
日
大
晦
日
、
北
京
市
で
火
事
、
事
故
の

原
因
に
な
る
と
い
う
理
由
で
永
ら
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
爆
竹
と
花
火
が
解

禁
に
な
っ
た
。
ど
う
や
ら
市
民
の
声
に
折
れ
た
ら
し
い
。
め
で
た
い
時
の

景
気
づ
け
に
爆
竹
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
お
正
月
を
ね
ら
っ
て
危
害

を
加
え
る
同
じ
仲
間
に
祟ソ
イ

が
い
る
。
浙
江
省
麗
水
市
の
話
。

　

全
身
ま
っ
黒
で
手
だ
け
白
い
妖
怪
祟ソ
イ

は
、
毎
年
大
晦
日
の
夜
、
一
家

が
団
欒
の
晩
餐｢

年
夜
飯｣

を
食
べ
た
後
、
戸
の
隙
間
か
ら
潜
り
込
み

寝
付
い
た
利
口
な
子
供
に
と
り
つ
い
て
熱
病
に
か
か
ら
せ
気
を
狂
わ
せ

て
し
ま
う
。
祟4

に
と
り
つ
か
れ
な
い
よ
う
に
皆
で
一
晩
中
明
か
り
を

点
し
寝
な
い
で
い
る
。
こ
れ
を｢

守
祟｣

と
言
っ
た
。
あ
る
夫
婦
と
一

人
息
子
が
守
祟
を
し
、
そ
の
子
供
は
一
枚
の
赤
い
紙
切
れ
に
穴
あ
き
銭

八
枚
を
包
ん
だ
り
開
い
た
り
し
て
も
て
あ
そ
ん
で
い
た
が
、
や
が
て
寝

入
っ
た
。
夜
半
過
ぎ
、
一
陣
の
風
と
と
も
に
祟4

が
忍
び
入
り
子
の
頭
を

な
で
よ
う
と
す
る
と
、
枕
元
か
ら
閃
光
が
走
り
、
祟4

は
悲
鳴
を
あ
げ
て

一
目
散
に
逃
げ
て
行
っ
た
。
翌
日
子
供
は
い
つ
も
の
よ
う
に
元
気
に
跳

び
は
ね
て
い
た
。
夫
婦
は
こ
の
出
来
事
を
触
れ
回
り
、
赤
い
紙
に
包
ん

だ
銅
銭
が
祟4

を
退
散
さ
せ
た
と
い
う
う
わ
さ
が
広
ま
っ
た
。
よ
そ
の
家

も
赤
い
紙
に
包
ん
だ
銭
を
子
供
に
与
え
枕
元
に
置
か
せ
る
と
、
祟4

は
も

う
出
な
く
な
り
、
こ
れ
が
習
わ
し
と
な
っ
た
。
銭
八
枚
は
八
仙
人
の
化

身
と
し
て
子
供
を
守
っ
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
、｢

八
仙
銭｣

と
呼
び
、

ま
た
祟4

を
鎮
め
る
の
で｢

圧
祟
銭｣

と
も
呼
ん
だ
。
祟4

が
出
な
く
な
っ

て
か
ら
、
祟
と
歳
が
同
音
な
の
で
、｢

守
歳｣｢

圧
歳
銭｣

と
言
う
よ
う

に
な
っ
た
（
４
）。

　

年
夜
飯
は
「
団
年
飯
」「
団
円
飯
」
と
も
言
い
、
絶
対
に
欠
か
す
こ
と
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が
で
き
な
い
家
族
団
欒
と
再
会
の
円ま

ど

居い

で
あ
る
。
最
近
は
都
市
で
は
ホ
テ

ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
楽
し
む
家
族
が
多
い
。
圧
祟
銭
、
圧
歳
銭
は
又
の
名

「
圧
勝
銭
」。
古
く
か
ら
銅
銭
は
魔
除
け
の
呪
い
物
と
さ
れ
る
が
、
疫
病
神
、

悪
鬼
に
祟
ら
れ
な
い
た
め
の
一
種
の
賄
賂
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
つ
の
こ

ろ
か
ら
か
、
年
長
者
が
子
供
に
贈
る
お
年
玉
と
な
っ
た
。
圧
歳
銭
は
当
節

経
済
成
長
を
反
映
し
て
高
騰
し
、
都
会
の
小
学
生
な
ら
三
百
元
か
ら
五
百

元
（
一
元
は
約
十
五
円
）
が
相
場
と
か
。
守
歳
の
習
わ
し
も
、
テ
レ
ビ
の

大
晦
日
恒
例
の
歌
謡
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
・
シ
ョ
ー
「
春
節
聯
歓
晩
会
」
を
深

夜
遅
く
ま
で
家
族
打
ち
揃
っ
て
見
る
習
慣
と
し
て
生
き
て
い
る
。
四
川
省

巴
県
で
は
、
人
喰
い
妖
怪
を
夕シ

ー

と
言
い
、
昔
あ
る
狩
人
が
大
晦
日
に
住
民

た
ち
に
大
音
響
を
た
て
て
夕4

を
追
い
立
て
さ
せ
、
こ
れ
を
射
殺
し
た
。
か

く
て
人
々
は
こ
の
日
を
「
除
夕
」
と
呼
び
、
夜
通
し
起
き
て
爆
竹
を
鳴
ら

す
よ
う
に
な
っ
た（
５
）。

怪
鳥
「
九
頭
鳥
」
の
言
い
伝
え
も
息
が
長
い
。
す
で

に
唐
代
の
書
『
嶺
表
録
異
』
巻
中
に
「
九
首
の
鬼
車
」
と
し
て
登
場
し
、

し
ば
し
ば
正
月
に
飛
来
し
、
首
か
ら
滴
っ
た
血
が
降
り
か
か
っ
た
家
に
災

禍
を
も
た
ら
す
と
言
わ
れ
、
山
西
、
河
南
の
一
部
の
地
方
で
、
大
晦
日
に

各
家
で
柏
樹
の
枝
を
燃
や
し
い
ぶ
す
習
わ
し
は
九
頭
鳥
の
襲
来
を
防
ぐ
た

め
だ
と
い
う
伝
承
が
今
も
伝
わ
る（
６
）。

　

福
字　

家
々
で
は
門
扉
に
福
の
字
を
書
い
た
赤
い
紙
を
◇
形
に
貼
る
。

こ
の
習
慣
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
十
四
世
紀
明
王
朝
の
開
祖
朱
元
璋
に
託

さ
れ
た
話
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　

太
祖
が
お
忍
び
で
南
京
の
正
月
十
五
日
元
宵
節
の
灯
籠
祭
り
を
見
物

に
出
た
。
あ
る
家
の
飾
り
灯
籠
の
前
に
人
だ
か
り
が
し
て
灯
籠
の
絵
を

見
て
い
る
。
大
き
な
足
を
し
た
醜
い
女
が
馬
に
乗
り
、
そ
の
足
に
小
猿

が
し
が
み
つ
い
て
い
る
絵
。
太
祖
は
、
わ
が
妃
は
姓
が
馬
、
白
雲
頭

の
不
器
量
で
大
足
（
纏
足
を
し
て
い
な
い
足
の
こ
と
）、
自
分
は
猿
の

よ
う
な
顔
、
こ
れ
は
我
ら
を
嘲
弄
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
考

え
た
。
彼
は
後
で
捕
縛
す
る
た
め
に
し
る
し
に
誰
に
も
消
さ
れ
な
い
字

「
福
」
を
そ
の
家
の
門
に
書
い
て
お
い
て
宮
殿
に
帰
っ
た
。
馬
皇
后
は

太
祖
か
ら
こ
の
事
を
聞
い
て
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
家
来
を
街
に
遣
わ
し
、

ど
の
家
も
福
の
字
を
門
に
書
け
、
門
に
福
字
の
な
い
家
は
一
家
断
絶
に

処
す
る
と
触
れ
さ
せ
た
。
町
民
は
み
な
急
い
で
門
に
福
字
を
書
い
た
。

あ
く
る
日
、
一
家
打
ち
首
に
せ
ん
と
遣
わ
さ
れ
た
太
祖
の
家
来
が
く
だ

ん
の
一
軒
が
見
つ
か
ら
ぬ
と
戻
っ
て
来
た
。
太
祖
は
馬
皇
后
の
差
し
金

と
察
し
て
、
こ
の
件
は
そ
の
ま
ま
沙
汰
止
み
と
し
た
。
以
来
、
民
間
で

は
毎
年
春
節
に
門
上
に
福
を
貼
る
よ
う
に
な
っ
た（
７
）。

　

明
朝
開
国
物
語
の
明
代
小
説
『
英
烈
伝
』
の
主
人
公
で
あ
る
朱
元
璋
に

関
し
て
は
、
安
徽
、
江
西
、
浙
江
を
中
心
に
か
な
り
広
く
愛
憎
半
ば
す
る

豊
富
な
伝
説
が
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
型
の
伝
説
は
ま
た
人
物
設
定

を
清
の
乾
隆
帝
と
皇
后
に
代
え
て
伝
え
る
所
も
あ
る
。 

現
在
福
字
を
さ
か

さ
ま
に
貼
る
家
も
多
い
。
こ
れ
に
も
謂
れ
が
あ
る
。

　

清
代
、
あ
る
年
の
春
節
に
西
太
后
が
福
字
を
沢
山
書
か
せ
、
宦
官
の

李
蓮
英
ら
に
宮
中
の
諸
処
に
貼
ら
せ
た
。
あ
る
福
字
が
う
っ
か
り
さ
か

さ
ま
に
貼
ら
れ
て
い
る
の
を
西
太
后
に
見
咎
め
ら
れ
る
。
李
蓮
英
は
震

え
な
が
ら
口
か
ら
出
ま
か
せ
に
「
さ
か
さ
ま
に
貼
る
の
は
大
変
縁
起
が

良
い
の
で
す
。
さ
か
さ
ま
に
貼
る
と
は
福
が
到
る
（
福
到
）
の
意
味
で
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す（
さ
か
さ
ま
の
倒ダ

オ

と
到
る
の
到ダ

オ

が
同
音
な
の
を
効
か
せ
た
）」と
答
え
、

西
太
后
を
喜
ば
せ
た
。
以
来
こ
れ
に
な
ら
っ
て
さ
か
さ
ま
に
貼
る
人
が

現
れ
、
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
（
８
）。

　

役
柄
を
清
代
恭
親
王
の
正
室
と
執
事
に
代
え
て
北
京
恭
王
府
邸
で
の
同

工
の
異
文
も
あ
る
。
こ
の
習
慣
は
あ
ま
り
古
く
は
な
く
清
代
か
ら
起
こ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
の
起
こ
り
は
貧
し
い
農
夫
の
夢
枕
に
立
っ
た
福

の
神
が
、
さ
か
さ
ま
に
福
字
を
貼
れ
ば
福
が
来
る
と
託
宣
し
、
そ
れ
が
正

夢
と
な
り
、
こ
の
御
利
益
の
話
が
基
で
こ
の
習
わ
し
が
広
ま
っ
た
、
と
い

う
話
も
あ
る（
９
）。

門
神　

武
者
絵
を
門
扉
左
右
に
貼
っ
て
魔
除
け
に
す
る
習
慣
は
今
も
残
っ

て
い
る
。
秦し

ん

瓊け
い

、
尉う

つ

遅ち

敬け
い

徳と
く

（
尉
遅
は
復
姓
）
の
二
将
軍
が
有
名
で
あ
る
。

　

唐
の
太
祖
李
世
民
の
宰
相
魏
徴
は
明
日
の
長
安
の
天
気
が
微
風
小
雨

で
あ
る
の
を
予
知
し
た
。
涇
河
の
龍
が
玉
帝
の
命
令
に
逆
ら
っ
て
わ
ざ

と
大
雨
を
降
ら
せ
た
の
で
、
長
安
は
ひ
ど
い
水
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
玉

帝
は
怒
っ
て
魏
徴
に
明
日
の
昼
時
に
龍
を
切
り
殺
す
よ
う
命
じ
た
。
龍

は
太
祖
の
夢
の
中
に
現
れ
、
魏
徴
に
自
分
を
討
た
せ
な
い
よ
う
に
命
乞

い
を
し
、
太
祖
は
承
諾
す
る
。
太
祖
は
翌
日
の
昼
時
に
魏
徴
に
碁
の
相

手
を
さ
せ
た
。
魏
徴
は
対
局
中
に
う
つ
ぶ
し
て
寝
て
し
ま
う
。
や
が
て

目
覚
め
た
魏
徴
は
今
し
が
た
龍
を
切
り
ま
し
た
と
言
う
。
そ
の
夜
、
太

宗
の
夢
に
龍
が
出
て
、
あ
な
た
は
約
束
を
反
故
に
し
た
と
太
宗
を
責
め

た
。
毎
晩
龍
の
夢
に
悩
ま
さ
れ
た
太
祖
は
門
番
と
し
て
秦
瓊
、
尉
遅
敬

徳
に
護
衛
さ
せ
た
。
出
征
す
る
二
人
に
代
え
て
、
魏
徴
は
門
に
両
人
の

画
像
を
貼
ら
せ
る
と
、
龍
の
魂
は
現
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
民
間

で
も
大
晦
日
に
二
人
の
画
像
を
門
に
貼
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

。

　

こ
れ
は
元
代
、
呉
承
恩
作
『
西
遊
記
』
第
十
回
に
見
え
る
挿
話
と
同
系

統
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

注（
１
） 『
中
国
民
間
故
事
集
成
四
川
巻
（
上
）』
四
五
一
―
四
五
三
頁
「
敬
竈

王
神
」。
以
下
書
名
の
『
中
国
民
間
故
事
集
成
』
は
省
略
。

（
２
） 『
口
承
文
藝
研
究
』第
十
七
号「
特
集
炭
焼
き
長
者
系
説
話
の
比
較
」、

一
九
九
四
年
、
及
び
故
伊
藤
清
司
氏
の
炭
焼
長
者
譚
に
関
す
る
一

連
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
） 『
中
華
民
俗
源
流
集
成
節
日
歳
時
巻
』五
―
六
頁「
春
節
的
来
歴（
三
）」

（
４
） 『
浙
江
巻
』
五
四
六
―
五
四
七
頁
「
守
歳
与
圧
歳
銭
」

（
５
） 『
四
川
巻
（
上
）』
四
五
四
―
四
五
五
頁
「
除
夕
」

（
６
） 『
山
西
巻
』
三
四
八
―
三
四
九
頁
「
焼
柏
樹
枝
的
伝
説
」
山
西
襄
汾
県
。

『
河
南
巻
』
三
二
〇
―
三
二
一
頁
「
拉
天
灯
」
河
南
南
陽
県
。

（
７
） 『
江
蘇
巻
』「
門
上
貼
“
福
”
字
的
由
来
」
泰
州
市

（
８
） 『
吉
林
巻
』
三
二
一
頁
「“
福
”
字
倒
貼
的
由
来
」
四
平
市

（
９
） 『
江
西
巻
』
四
五
〇
―
四
五
一
頁
「“
福
”
字
為
何
倒
貼
」
高
安
県

（
10
） 『
寧
夏
巻
』
二
一
八
―
二
一
九
頁
「
貼
門
神
的
由
来
」
恵
農
県

（
す
ず
き
・
た
け
し
／
東
京
学
芸
大
学
）


