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移
り
ゆ
く
香
港

の
風
水
言
説

(後
)

広
東
省
梅
州
市
に
お
け
る
風
永
知
識
構
造
の
変
革
を
例
に

河

合

洋

尚

(
中

国

嘉

応

大

学

客

家

研

究

院

専

任

講

師

)

一　

は
じ
め
に

　
本
誌

一
〇
三
号
に
て
筆
者
は
、
風
水
が
た
だ
の
占

い
や
環
境
選
択
術

で
は
な
く
、
環
境
保
護
の
言
説
と
し
て
、
香
港
で
立
ち
現
れ
て
き
た
経

緯
を
論
じ

て
き
た
。
続

い
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
香
港
に
由
来
す
る
風

水

の
言
説
が
、
大
陸
申
国

(以
下
、
単
に

「中
国
」
と
称
す
)
に
お

い

て
い
か
な

る
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
か
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
中

国
と

一
言

で
言

っ
て
も
多
様
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
香
港
住
民
の

主
要
な
祖
籍
地

(祖
先
の
出
身
地
)
の

一
つ
で
あ
る
広
東
省
梅
州
市
の

事
例
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。

　
梅
州
市

(旧
称
嘉
応
州
)
は
、
広
東
省

の
東
北
部
に
位
置
す
る
行
政

地
区
で
あ
り
、
客
家
と
呼
ば
れ
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
故
郷
と
し
て
知

ら
れ
る
。
客
家
は
、
中
国
の
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
集
団
で
あ
る
漢
民
族
の

一

系
統
で
、
香
港
お
よ
び
広
東
省
で
は
、
広
府
系
、
潮
州
系
と
と
と
も
に
、

主
要
な

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の

一
つ
を
構
成
し

て
い
る
。

　
梅
州
市
は
、
山
岳
地
帯
に
あ
る
交
通

の
不
便
さ
な
ど
か
ら
、

一
九
八

〇
年
代
に
な
る
ま
で
広
東
省
で
最
も
貧
困
な
地
区
の

一
つ
で
あ
り
続
け

た

[①
]
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
八
〇
年
後
半
よ
り
、
地
元
政
府
が
客
家
文

化
を
前
面
に
押
し
出
し
民
族
意
識
を
高
揚
さ
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち
香
港

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
海
外
華
僑
お
よ
び
同
胞
か
ら
の
経
済
投
資
を

受
け
る
よ
う
に
な

っ
た

[②
]
。
そ
の
後
、
香
港
で
成
功
し
た
客
家
人
資
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産
家
が
梅
州
市

の
イ
ン
フ
ラ
施
設
や
学
校
の
建
設
に
貢
献
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
梅
州
市

の
経
済
は
好
転
し
は
じ
め
、
同
時
に
香
港

-
梅
州
市

と
の
経
済
的
、
文
化
的
交
流
が
加
速
し
た
。

　

か
よ
う
な
社
会
経
済
的
な
状
況
の
も
と
で
、
風
水
を
め
ぐ
る
梅
州
市

の
言
説

と
実
践
も
確
か
に
変
化
し
は
じ
め
て
い
る
。
筆
者
は
、
二
〇
〇

四
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
年
度
ま
で
梅
州
市
に
て
短
期

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク

(
実
地
調
査
)
を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
二
〇
〇
八
年
三
月
か
ら
は

梅
州
市

に
て
生
活
を
営
む
こ
と
で
、
現
地
の
風
水
に
関
す
る
理
解
を
深

め
て
き

た
。
そ

の
な
か
で
、
筆
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
初
期
か
ら

度

々
耳

に
し
て
い
た
次
の
話
は
、
印
象
的
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「今

の
梅
州
市
に
風
水
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な

い
心
今

の
風
水

の
中
心

は
香
港

に
あ
る
。
か
つ
て
は
三
僚
村

(江
西
省
翰
州
市
)
が
中
国
の
風

水

の
中
心
で
あ

っ
た
が
、
そ
こ
の
風
水
が
悪

い
こ
と
が
香
港

の
風
水
師

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
の
だ
」
と
。

　
筆
者

は
、
「今
の
中
国
に
風
水
は
な

い
、
香
港
に
こ
そ
あ
る
」
と
す
る

類
似
の
話
を
、
梅
州
市
の
み
な
ら
ず
、
広
州
市
な
ど
他
の
華
南
地
方
の

諸
地
域

で
も
し
ば
し
ば
耳
に
し
て
き
た
。
こ
の
種

の
話
は
、
も
ち
ろ
ん

華
南
地
方
に
流
布
す
る
言
説

の

一
つ
で
あ
り
、
必
ず
し
も
正
確
に
現
実

を
反
映

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
筆
者
は
同
時
に
、
広

東
省

の
各
地
に
て

「祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た
」
と

い
う
風
水

の
実
践
知

を
発
見
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る

[③
]。

　
と
こ
ろ
が
、
現
代
に
お
い
て
風
水

の
中
心

は
も
は
や
中
国

(よ
り
具

体
的
に
三
僚
村
を
指
す
こ
と
が
あ
る
)
に

は
な
く

て
香
港
に
あ
る
と

い

う
意
識
は
、
筆
者
が
梅
州
市
で
イ
ン
タ
ー
ビ

ュ
ー
を
お
こ
な

っ
た
少
な

か
ら
ず

の
人
々
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
の
意
識
は
、
世
代
を

超
え
て
、
現
地
に
お
け
る
風
水
の
実
践
知
を
徐

々
に
変
化
さ
せ
て
い
た

一
側
面
も
、
確
か
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。　
　
　
　

U

　
し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は
、
香
港
風
水
を
め
ぐ
る
言
説
が
い
か
に
梅

州
市
に
浸
透
し
、
当
地
の
慣
習
的
な
風
水
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
か
論

じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
江
西
省
を
中
心
と
す
る
風
水

知
識
構
造
が
、
香
港
を
中
心
と
す
る
風
水
知
識
構
造

へ
と
転
換
し
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

め
て
い
る
側
面
を
指
摘
す
る
こ
と
を
、
本
稿

の
主
要
な
課
題
と
し
た
い
。

二
　
梅
州
市
に
お
け
る
慣
習
的
な

「風
水
」
知
識
構
造

　
中
国
で
は
、
客
家
の
居
住
地
は
、
中
国
で
風
水
が
最
も
盛
行
す
る
地

域

の

一
つ
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

[④
]。
そ
の
真
偽
は
と

も
か
く
、
筆
者
が
梅
州
市
で
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
お
こ
な

っ
た
際
、

そ
こ
で
風
水
を
め
ぐ
る
少
な
か
ら
ず
の
説
話
や
実
践
知
を
聞
く
こ
と
が

で
き
た
。
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な
か
で
も
、
梅
州
市
で
風
水
を
め
ぐ
る
話
題
の
対
象
と
さ
れ
が
ち

で

あ

っ
た

の
が
、
墳
墓
と
古
建
築

で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
囲

龍
屋

(
い
り
ゅ
う
お
く
V
と
呼
ば
れ
る
古
建
築
を
主
な
考
察
の
対
象
と

す
る
こ
と
で
、
梅
州
市
に
お
け
る
慣
習
的
な

「風
水
」
を
ま
ず
紹
介
し

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(1
)
囲
龍
屋
の
建
築
構
造

　
囲
龍
屋

は
、
北
京
の
合
院
式
、
陳
西
省
の
ヤ
オ
ト

ン
式
、
広
西
チ
ワ

ン
族
自
治
省

の
ガ
ン
ラ
ン
式
、
雲
南
省

の

一
穎
印
式
と
並
ぶ
、
中
国
五

大
伝
統
民

居
の

一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
七
年
に
世
界
遺
産

に
認
定
さ
れ
た
福
建
省

の
土
楼

(円
楼
)
、
お
よ
び
江
西
省
の
囲
屋
と
並

び
、
客
家

の
代
表
的
な
古
建
築
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
囲
龍
屋
は
、
そ

の
絶
対
的
多
数
が
梅
州
市

の
管
轄
内
に
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
管
轄
外

で
は
、
梅
州
市
に
隣
接
す
る
広
東
省
の
河
源
市
と
潮
州
市
、
,福
建
省
龍

岩
市

に
わ
ず
か
に
分
布
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
で
は
、
囲
龍
屋

は
ど
の
よ
う
な
建
築
構
造
で
あ
り
、
ど

の
点
が
中
国
五
大
伝
統
民
居
に

数
え
ら
れ
る
ほ
ど
特
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

[⑤
]
。

　
ま
ず
、
第

一
に
、
囲
龍
屋
は
そ
れ
自
体
が
楕
円
形
型
に
囲

い
込
ま
れ

た
屋
敷
と
な

っ
て
お
り
、
敷
地
内

に
、
複
数
の
家
屋
、
祖
堂

(祖
先
を

祭
る
部
屋
)
、
井
戸
、
池
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
囲
龍
屋
は
、
客
家

語
で
、
お
よ
そ
敷
地
を
意
味
す
る

「屋
場

(ウ
ー
チ
ョ
ン
)
」
と
呼
ば
れ

る
。
ま
た
、
か

つ
て
囲
龍
屋
は
同
じ

一
族
の
者
が
居
住
し
、
規
模
の
大

き

い
囲
龍
屋
は
三
〇
〇
余
名
の

一
族
が
居
住
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ

っ

た
。

　
第
二
に
、
囲
龍
屋
の
敷
地
中
央
部
は
、

一
族

の
者
が
共
同
で
使
用
す

る
公
共
の
ス
ペ
ー
ス
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
公
共

の
ス
ペ
ー
ス
を

「庁
」

と
呼
ぶ
。

一
般
的
に
、
囲
龍
屋
の

「庁
」
の
奥
に
は
祖
堂
が
あ
り
、
祖

先
の
位
牌
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
梅
州
市
の
囲
龍
屋
の
場

合
、
祖
先
の
位
牌

の
下
側
に
は
土
地
伯
公
と
呼
ば
れ
る
土
地
の
神
様
が
、

手
前
に
は
机
が
、
左
手
に
は
観
音

の
像
が
置

か
れ
て
い
る
パ
タ
ー

ン
が

多

い
。
ま
た
、
「庁
」
の
外
側
に
は
、
井
戸
と
、
半
月
型
の
池
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
中
国
五
大
伝
統
民
居
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
囲
龍
屋

の
特
色
あ
る
建
築
構
造
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
屋
敷
の
奥
側

(す
な
わ

ち
中
央
部
に
位
置
す
る

「庁
」

の
さ
ら
に
奥
側
)
で
あ
る
。

一
般
的
に
、

「庁
」
の
奥
側
に
は
隆
起
し
た
半
月
型
の
小
さ

い
丘
が
あ
り
、
そ
れ
を

「化

胎

(
フ
ァ
ー
ト
イ
)」
と
い
う
。
「化
胎
」
の
周
り
は
住
居
が
並
ん
で
お

り
、
ち

ょ
う
ど

「化
胎
」
が
後
方

の
住
居
と
前
方

の

「庁
」
に
よ

っ
て

囲
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
梅
州
市
の
民
間
で
は

「化
胎
」
は
龍

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「化
胎
」
を
囲
む
建
築
様
式
を
し
て

い
る
こ
の
建
築
様
式
を
、
俗
に
囲
龍
屋
と
呼
ぶ
と
す
る
説
話
が
あ
る
。
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さ
ら
に
、
「化
胎
」

の
前
に
は
、

た
図
が
刻
ま
れ
た
神
位
が
あ
る
。

「
五
方
龍
神
」
と
い
う
5
つ
の
異
な

っ

　
も
ち

ろ
ん
、
囲
龍
屋
は
必
ず
し
も

一
様
で
は
な
く
、
以
上
の
説
明
は

す
べ
て
の
囲
龍
屋
に
該
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

[⑥
]
。
た
だ
し
、

少
な
く
と
も
梅
州
市
で
は
、
屋
敷

の
前
方
に
半
月
型
の
池
が
あ
り
、
中

央
部
に
祖
先
を
崇
拝
す
る

「庁
」
が
あ
り
、
後
方
に
半
月
型

の

「化
胎
」

が
あ
る
前
述

の
建
築
ス
タ
イ
ル
は
、
囲
龍
屋
の
理
念
型
モ
デ
ル
と
な

っ

て
い
る
。

　
A
社
区
に
は
主
に
四

つ
の
囲
龍
屋
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

一

族
の
成
員
は
、
日
常

の
対
話
を
通
し
て
、
慣
習
的
な
風
水
判
断

の
知
識

と
技
法

(こ
れ
を
実
践
知
と
呼
ぶ
)
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た
風
水
の
実
践
知
を
明
確
に
説
明

で
き
る

の
は
、
お
お
か
た
六
〇
歳
以
上
の
男
性
に
偏

る
傾
向
が
あ
り
、
女
性
や

若
者
は
、
そ
の
知
識
を
部
分
的

・
盲
目
的
に
身
に
つ
け
る
か
、
も
し
く

は
全
く
知
ら
な

い
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
知
識

の
偏
り
の
理
由
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
A
社
区

の
高
齢
者
男
性

に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
憤
習
的
な
風
水
の
実
践
知
を
概
観
し
て
い
く
。

河 合洋尚■移 りゆ く香 港 の風 水言説(後)

(2
)
囲
龍
屋
を
め
ぐ
る

「風
水
」

の
実
践
知

　
そ
れ

で
は
、
こ
の
よ
う
な
建
築
構
造
を
も

つ
囲
龍
屋
に
対
し
て
、
梅

州
市
の
民
間
で
は
、

一
体
ど
の
よ
う
に
風
水
を
看
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
筆
者
が
別
稿
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
民
間
社
会
に
お
い
て
祖
先
か

ら
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
風
水

の
実
践
知
は
、
梅
州
市
と
い
う

一
つ
の

行
政
地
区

に
お
い
て
す
ら

一
様

で
は
な
い

[⑦
]
。
本
稿
で
は
紙
幅

の
関

係
で
そ

の
全
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
の
で
、
梅
州
市

の

都
市
部
に
位
置
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
A

(中
国
語
の
呼
び
方
に
合
わ
せ

て
、
以
下
、
A
社
区
と
略
称
す
る
)
に
お
け
る
事
例
を
中
心
に
紹
介
し

て
い
く
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
A
社
区

(
の
な
か
で
も
比
較
的
規
模
が
大
き

い
一
族
)
の
高

齢
者
男
性
は
、
囲
龍
屋
の
な
か
で
最
も
重
要
な
の
は
祖
堂
の
風
水

で
あ

る
と

い
う
。
な
か
で
も
、
①
祖
先

の
位
牌
、
②
そ
の
下
方
に
あ
る
土
地

伯
公
、
③
手
前
に
あ
る
机
の
位
置
は
最
も
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
囲
龍

屋
を
建
築
す
る
際
に
は
土
地
伯
公
を
ど
こ
に
置
く
か
が
最
優
先
さ
れ
る
。

と

い
う

の
も
、
土
地
伯
公
は
生
命
の
根
源
で
あ
り
、
土
地
伯
公
が
な
け

れ
ば
祖
先
は
存
在
し
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

土
地
伯
公
の
前
に
は
机
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
井
の
近
く
に
置
か
れ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
子
孫
に
と

っ
て
の
三
つ
の
生
命
の
源
で
あ
る
天
井

(天
)
、
祖
先

(人
)、
土
地
伯
公

(地
)
が
揃
う
。
加
え

て
、
同
じ
祖
堂

に
置
か
れ
る
観
音
像
は
、
生
命
を
司
る
神
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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次
に
、

「化
胎
」
と
そ
の
前
方
に
あ
る

「
五
方
龍
神
」
の
風
水
も
ま
た
、

囲
龍
屋

の
生
命
観
と
か
か
わ

っ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
A
社
区

の
高

齢
者
男
性

の
話
に
よ
る
と
、
「化
胎
」
と
は
女
性
の
子
宮
を
表
し
て
お
り
、

生
命

の
根

源
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「五
方

龍
神
し
は
ま
た
女
性
の
性
器
と
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

生
命

の
誕
生
と
根
源
を
意
味
し
て
い
る

[⑧
]。
だ
か
ら
、
女
性
た
ち
は
、

そ
の
意
味
を
た
と
え
知
ら
な
く
て
も
、
病
気
や
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か

つ

た
時
に
、

「五
方
龍
神
」
に
線
香
を
捧
げ
て
祈
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し

て
、
囲
龍
屋
は
、
そ
の
形
状
だ
け
で
な
く
方
位
と
寸
法
も
、
祖

先
か
ら
伝
え
ら
れ
た
や
り
方
で
看
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
方
位
に
つ
い
て
は
、
南
向
き
が
理
想
と
さ
れ
て
い
る
が
、
た
い

て
い
は
羅
盤
と
呼
ば
れ
る
風
水

コ
ン
パ
ス
を
使
わ
ず
、
地
勢
に
合
わ
せ

て
、
お
お

よ
そ
南
を
向

い
て
い
れ
ば
良
い
。
だ
か
ら
、
A
社
区
に
限
ら

ず
、
梅
州
市

の
都
市
部
で
は
、
西
向
き
は
望
ま
し
く
な
い
と
言
わ
れ
な

が
ら
も
、

コ
ン
パ
ス
で
正
確
に
方
位
を
測
れ
ば
む
し
ろ
西
向
き
の
囲
龍

屋
が
多

い

[⑨
]
。

　
他
方
で
、
囲
龍
屋
の
尺
度
に
つ
い
て
は
、
「合
生
老

(ハ
ッ
サ
ン
ラ
ウ
)」

と
現
地
で
呼
ば
れ
る
手
法
で
慣
習
的
に
看
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
「合

生
老
」
と

は
、
「生
」
「老
」
「病
」
「死
」
「苦
」
と
い
う
5
つ
の
基
準
か

ら
尺
度
を
図
る
手
法

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
尺
目
を

「生
」
、
二
尺
目

を

「老
」、
三
尺
目
を

「病
」
、
四
尺
目
を

「死
」、
五
尺
目
を

「苦
」
と

し
、
六
尺
目
で

「生
」
に
戻

っ
て
再
び
数
え

て
い
く
。
そ
の
な
か
で
最

も
い
い
尺
度
は
二
巡
目
以
降
の

「生
」
と

「老
」
で
、
こ
れ
を

「合
生

老
」
と
い
う
。
だ
が
、
逆
に
、
「病
」
「死
」
「苦
」

の
目
盛
り
に
合
わ
せ

る
と
災

い
が
ふ
り
か
か
る
と
さ
れ
る

[⑩
]

　
以
上
の
よ
う
に
、
A
社
区
に
て
慣
習
的
に
看
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
た
風
水
は
、
現
地

の
生
命
観
と
大
き
く
か
か
わ

っ
て
い
た
。
そ
も

そ
も
、
こ
れ
ら
の
見
方
は
、
A
社
区
で
は

「看
屋
場
」
も
し
く
は

「倣

屋
」

(
い
ず
れ
も
屋
場
を
見
る
/
つ
く
る
と

い
う
意
味
)
と
呼
ば
れ
る
こ

と
が
あ
り
、
こ
れ
を
風
水
と
み
な
す
か
否
か
は
現
地
で
も
曖
昧

で

一
定

し
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
慣
習
的
な

「屋
場
」
の
判

断
を
、
カ
ッ
コ
つ
き
で

「風
水
」
と
表
す
こ
と
に
す
る
。

(3
)
「風
水
」
を
め
ぐ
る
江
西
省
中
心
の
知
識
構
造

　
繰
り
返
し
述
べ
る
と
、
A
社
区
に
は
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
る
囲
龍

屋
の
見
方
が
あ
り
、
そ
れ
は
慣
習
的
に
は

「看
屋
場
」
も
し
く

は

「倣

屋
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の

「屋
場
」
を
め
ぐ
る
実
践
知
が
本
当
に

風
水
術

の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
か
、
も
し
く
は
建
築
を
め
ぐ
る
現
地

民
間
社
会

の
慣
習
的
な
環
境
観
も
し
く
は
生
命
観
な
の
か
、
こ
れ
ら
の

問
題
は
歴
史
資
料
の
制
限
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
言
説
の
う
え
で
、
し
ば
し
ば

「看

屋
場
」

の
習
俗
は
、
風
水
術
と
結
び

つ
け
て
現
地
の
民
間
社
会
で
語
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
要
因
の

一
つ
は
、
こ
こ
十
数
年
の
傾
向
で
あ
り
、
学
術
や
マ
ス

・

メ
デ
ィ

ア
の
表
象
行
為
と
関
係
し
て
い
る
。
近
年
、
中
国
客
家
学
に
お

い
て
は
、
囲
龍
屋
を
客
家
の
代
表
的
な
建
築
物
と
位
置
づ
け
、
そ
の
な

か
に
見
ら
れ
る

「看
屋
場
」
の
習
俗
を
、
風
水
と
し
て
説
明
す
る
傾
向

が
現
れ

て
き
て

い
る
。
そ
の
説
明
に
お
い
て
は
、
陰
陽
五
行
説
や

「気
」

の
論
理
な
ど
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く

(た
だ
し
、

こ
れ
ら
は

「看
屋
場
」
の
習
俗
に
は
必
ず
し
も
出
現
し
な

い
)
、
香
港
の

風
水
言
説
と
同
じ
く
、
生
態
環
境
科
学
の
見
地
か
ら
説
明
が
加
え
ら
れ

て
い
る

[⑪
]。
こ
う
し
た
解
釈
は
近
年
、
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て

流
布
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
お
り
、
現
地
の
民
間
社
会
に

一
定
の
影
響

を
与
え

て
い
る
。
さ
ら
に
、
「看
屋
場
」
と
い
う
客
家
語
は
、
普
通
語
で

は
表
現
し
に
く

い
の
で
、
風
水
の
二
文
字
を
代
替
さ
せ
て
説
明
す
る
と

い
う
言
語
面
の
理
由
も
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
「看
屋
場
」
は
近
年
、

風
水
と
し

て
再
解
釈
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ

し
、
筆
者
の
調
査
経
験
に
基
づ
く
と
、
梅
州
市
の
民
間
社
会
で
、

祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た

「看
屋
場
」
の
習
俗
を
風
水
術
と
結
び
付
け
た

が
る
理
由
は
別
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
間
社
会

に
お
け
る

「
正
統
化
」

の
問
題
と
関
わ

っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
歴
史

的
に

一
定

の
長
さ
を
有
し

て
い
る
。

　
筆
者
が

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
過
程
で
気

づ
い
た
の
は
、
梅
州
市

の

い
く

つ
か
の
囲
龍
屋
で
は
、
そ
の
風
水
の
良

さ
を
誇
示
す
る
た
め
、
少

な
く
と
も
2
つ
の
手
段
か
ら
彼
ら
の
囲
龍
屋

を
三
僚
村
と
結
び

つ
け
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

三
僚
村
と
は
、
江
西
省
鞍
州
市
に
位
置
す

る

一
つ
の
村
落

で
、
唐
末

の
官
僚

で
あ

っ
た
楊
笥
松

(よ
う

い
ん
し
ょ
う
)
が
戦
火
を
逃
れ
て
落

ち
延
び
た
と
さ
れ
る
地
で
あ
る
。
唐
代
以
前

、
風
水
術
は
国
家
の
環
境

選
定
術
で
あ
り
、
民
間
社
会
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
だ
が
、

楊
箔
松
は
、
三
僚
村

で
江
西
学
派
を
開
発
し

、
そ
れ
を
民
間
社
会
で
流

布
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
民
を
救

っ
た
と

い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る

(そ
れ
ゆ
え
楊
箔
松
は

「救
貧
公
」
と
民
間
で
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
)。

そ
の
逸
話
が
真
実
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
実
際
に
現
在
の
三
僚
村
に

は
、
楊
箔
松
の
弟
子
と
さ
れ
る
塵
氏
と
曾
氏

が
お
り
、

い
ず
れ
も
風
水

師
を
生
業
に
生
活
し
て
い
る

[⑫
]。

　
す
な
わ
ち
、
三
僚
村
は
、
中
国
民
間
社
会

に
お
け
る
風
水
の
本
家
本

元
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
梅
州
市
の
囲
龍
屋

に
も
、
三
僚
村
と
関
係
す

る
逸
話
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の

一
つ
が
、
塵
燗

(り
ょ
う

へ
い
)
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
風
水
を

看
た
と
す

る
逸
話
で
あ
る
。
塵
柄
は
、
三
僚
村
の
屡
氏
の

一
族
で
あ
り
、

明
代
初
期

(
一
五
世
紀
)
に
生
き
た
と
言
わ
れ
る
人
物

で
あ
る
。
塵
柄

は
、
塵
氏

の

一
族
に
お
い
て
も
優
れ
た
伝
説
の
風
水
師
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
梅

州
市

の
各
地
で
塵
柄
が
囲
龍
屋
を
看
た
と

い
う
伝
承
が
語
り

継
が
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
を
も

つ
囲
龍
屋
は
、
筑
後
三
〇
〇
年

に
満
た
な

い
も

の
が
多
く
、
実
際
の
と
こ
ろ

一
五
世
紀

の
人
物
で
あ
る

屡
柄
が
風
水
を
看
た
と
す

る
伝
承
に
は
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
伝
承
を
も

つ
囲
龍
屋

の
人
々
に
と

っ
て
、
屡
嫡
の
伝
説
は
、

自
ら
の
囲
龍
屋

の
風
水
の
良
さ
を
正
統
づ
け
る
、
重
要
な
糧
と
な

っ
て

い
る

[⑬
]
。

　

こ
う
し
た
風
水
上
の
正
統
性
を
獲
得
す
る
も
う

一
つ
の
手
段
が
、
楊

鋳
松
の
像

を
囲
龍
屋

に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
像
は
、
民
間
社
会
で

は
俗
に

「楊
公
像
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
前
述

の
通
り
、
楊
笥
松
は
、

民
間
に
お

い
て
風
水
を
普
及
さ
せ
、
貧
困
な
入

々
を
救

っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

一
部

の
住
民
は
、
楊
笥
松
が
そ
こ
の
囲
龍
屋
を

看
た
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
た
め
、
「楊
公
像
」
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
像
は
時
と
し
て
、

一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
建
設
以
前
に

遡
る
こ
と

が
で
き
る
。

以
上

の
よ
う
な
、
塵
柄
の
逸
話
、
お
よ
び

「
楊
公
像
」
の
設
置
は
、

何
も
梅
州
市
だ
け
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
梅
州
市
に
お

い
て
は
、
囲
龍
屋
を
み
る
慣
習
的
な
手
法
が
ど
う

で
あ

れ
、
そ
れ
は
三
僚
村
の
風
水
術
と
結
び
付
け
ら
れ
正
統
化
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
本
稿

の
冒
頭
で
み
た
よ
う
に
、
梅
州
市
に
は

「
三
僚
村
が
中

国
風
水
の
中
心
で
あ

っ
た
」
と

い
う
言
説
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
言

説
は
、
囲
龍
屋
の
風
水
に
お
け
る
理
念
上
の
中
心
地
と
し
て
江
西
省
の

三
僚
村
が
存
在
し
て
い
た
片
鱗
を
み
せ
て
く
れ
る
。

三
　
梅
州
市
に
お
け
る
風
水
知
識
構
造
の
転
換

(1
)
梅
州
市
に
お
け
る

「
風
水
」
知
識
構
造

　
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
「今

の
梅
州

(も
し
く
は
中
国
)

に
は
風
水
は
な
い
」
と

い
う
本
稿
冒
頭
の
言
説
と
は
異
な
り
、
梅
州
市

に
は
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

「風
水
」

の
実
践
知
が
存
在
し
て

い
た
。
そ
れ
ら
は
、
し
ば
し
ば
現
地
民
間
社
会
に
お
け
る
生
命
観
と
関

係
し
て
い
た
が
、
他
方
で
、
理
念
的
に
は
楊

筍
松
や
塵
嫡
と
い
っ
た
江

西
省
三
僚
村
の
風
水
師
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

　
た
だ
し
、
近
年
、
祖
先
か
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
以
上
の

「風
水
」
は
、

現
地
の
高
齢
者
男
性
に
よ
っ
て
す
ら
疑
問
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

「迷

信
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及

llb



河合洋尚●移 りゆ く香 港の風水 言説(後)

す
る
前

に
、
ま
ず
は
A
社
区
を
例
と
し
て
慣
習
的
な
知
識
構
造
を
み
て

い
く
こ
と

に
す
る
。

　
知
識
人
類
学

の
議
論
に
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
特

定

の
民
俗
知
識
は
、

一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
成
層
性
と
依
存

性
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
風
水
と

い
う
民
俗
知
識
を
例
に
あ
げ
る
と
、

風
水

の
知
識
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
が
み
な
同
じ
よ
う

に
共
有
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
風
水
に
詳
し

い
層
か
ら
知
ら
な

い
層
ま
で
幅
が

あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
を
前
提
に
、
知
識
人
類
学
で
は
知
識
を
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
正
当
と
さ
れ
る
全
て
の
知
識
を
も

つ

〈全
知
〉
、
部

分
的
な
知

識
し
か
も
た
な
い

〈部
分
知
〉、
全
く
知
識
を
も
た
な
い

〈無

知
〉
、
そ
し
て

〈全
知
〉
か
ら
す
れ
ば
誤

っ
た
知
識
を
も

つ

〈偽
知
〉
と

に
区
分
す

る

[⑭
]。
こ
の
よ
う
な
図
式
か
ら
す
る
と
、
A
社
区
に
お
け

る
風
水
知

識
は
慣
習
的
に
は
、
祖
先
か
ら
語
り
継
が
れ
た

「
風
水
」
を

系
統
的

に
語
り
う
る

一
部
の
高
齢
者
男
性
が

〈全
知
〉
の
者
と
し
て
存

在
し
て
き

た
。

　
A
社
区

で
は
、
〈全
知
〉
の
者
は
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
男
性
に
偏
る

傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「風
水
」

の
知
識
が
慣
習
的
に
男
性
の
知
識

だ
と
考
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
梅
州
市
で
よ
く
耳
に
し
て
き
た

よ
う
に
、
「風
水

の
よ
う
に
福
を
司
る
知
識
は
男
性
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ

ね
ば
な
ら
な

い
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「風
水
」

の
実
践
知
は
、
女
性
に
系
統
的
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
か
と

い
っ
て
女
性
が
全
く

「風

水
」
を
め
ぐ
る
知
識
を
も

っ
て
い
な
い
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
女
性
も
ま
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
、
義
父
や
夫
か
ら

「風
水
」

を
め
ぐ
る
実
践
知
の

一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
女
性
は
子
供

の
頃
か
ら

母
や
祖
母
ら
の
行
為
を
見

聞
し
て
、
病
気
に
な

っ
た
り
子
宝
に
恵
ま
れ

な
か

っ
た
り
し
た
時
に
は

「
五
方
龍
神
」
に
参
拝
に
い
く
こ
と
を
、
暗

黙
の
う
ち
に
知

っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
〈全
知
〉
で
な

い
高
齢
者
男
性

、
中
年
層
男
性

(四
〇
～
五

〇
歳
代
)
だ
け
で
な
く
、
高
中
年
層
の
女
性
も
、
「風
水
」

の

〈部
分
知
〉

を
構
成
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
と

こ
ろ
が
、
A
社
区
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
多
数

の
青
少
年
層

(四

〇
歳
未
満
)
、
お
よ
び
少
な
か
ら
ず

の
中
年
層
男
女
は
、
「風
水
」

の
実

践
知
を
全
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
共
有
し
て
い
な
か

っ
た
。
と

い
う

の

も
、
第

一
に
、
彼
ら
は
囲
龍
屋

の
外

の
近
代
的
住
宅

で
育

っ
て
お
り
、

儀
礼

の
時
を
除

い
て
囲
龍
屋
と

の
接
触
が

ほ
と
ん
ど
な

い
。
第
二
に
、

彼
ら
は
、
風
水
を

「
迷
信
」
と
し
て
否
定
す
る
社
会
主
義

の
国
家
教
育

を
受
け
て
き
て
い
る
の
で
、
風
水
そ
れ
自
体

を
忌
避
す
べ
き
対
象
と
し

て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
。
第
三
に
、
「風
水
」
の
知
識
構
造
に
お
け
る

〈全
知
〉
の
者
で
あ
る
高
齢
者
男
性
自
身
も
ま
た
、
そ
れ
ま
で
自
分
た
ち
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が
有
し
て
き
た

「風
水
」
の
正
当
性
を
疑

い
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(2
)
梅
州
市
に
お
け
る

「
風
水
」
技
術
/
解
釈
の
変
革

　
筆
者

が
梅
州
市
の

〈全
知
〉
者
に

「風
水
」

の
実
践
知
を
聞
く
と
、

彼
ら
は
し
ば
し
ば
こ
う
言

っ
て
い
た
。
「
た
だ
し
、
こ
う
し
た
考
え
は
、

今

で
は
時

代
遅
れ
な
の
だ
よ
。
わ
れ
わ
れ
老
人

の
頭
の
な
か
に
あ
る
だ

け
だ
。
わ

れ
わ
れ
は
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
知
識
を
子
供
や

孫
に
は
教
え
て
い
な

い
」
と
。

　
そ
れ

で
は
、
な
ぜ

〈全
知
〉
の
高
齢
者
男
性
ま
で
も
が
、
祖
先
か
ら

伝
え
ら
れ

て
き
た

「風
水
」
の
実
践
知
を
疑

い
は
じ
め
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ

の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
A
社
区
の

事
例
を
見

る
限
り
、

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
、
お
よ
び
風
水
師
の
流
動
性
は

見
逃
す
こ
と
が
で
き
な

い
。

　
た
と
え

ば
、
A
社
区

の

「風
水
先
生
」
で
あ
る
L
氏
の
事
例
を
取
り

上
げ
て
み
る
と
し
よ
う
。
「風
水
先
生
」
と
は
専
門
の
風
水
師
で
は
な
く
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
お

い
て
別
の
仕
事
を
し
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て

一
族

の
風
水
を
看
る
、
い
わ
ば
ア
マ
チ

ュ
ア
の
風
水
師
で
あ
る
。
「風
水
先
生
」

は
し
ば
し

ば
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

「風
水
」

の
手
法
を
使

い
建

築
物
を
看

る
が
、
L
氏
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
慣
習
的
な

「
風
水
」
を

重
視
し
て
き
た
。
し
か
し
、
L
氏
が
香
港
や
深
鯛

(香
港
に
隣
接
す
る
中

国

の
経
済
特
区
)
の
親
戚

の
家
に
ま
で
風
水
を
看
に
い
き
、
現
地

の
風

水
師
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
A
社
区

で
歴
代
続
け
ら
れ
て
き
た

と
す

る

「風
水
」
と

い
さ
さ
か
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、

彼
が
入
手
し
た
香
港
の
風
水
書
、
羅
盤
、
魯
班
尺

(風
水
メ
ジ
ャ
ー
)
は
、

む
し
ろ
陰
陽
五
行
説
、
二
十
八
宿
な
ど

「
易
」
の
要
素
が
強
く
、
し
か

も
方
位
や
尺
度
も
別
の
基
準
か
ら
精
確

に
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
A
社
区

の

「風
水
」
は
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
生

命
観

の
要
素
が
強
く
、
し
か
も

「合
生
老
」
な
ど
の
基
準
と
異
な

っ
て

い
た
。

　
こ
う
し
た
風
水
上
の
技
術

の
違
い
か
ら
、

L
氏
は
、
そ
れ
ま
で
自
分

が
正
し

い
と
思

っ
て
き
た
A
社
区
の

(彼
の
言
に
よ
れ
ば
客
家
地
区
の
)

「風
水
」
は
正
し
く
な

い
の
で
は
な

い
か
、
と
疑

い
は
じ
め
る
よ
う

に
な

っ
た
と

い
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
A
社
区
で
は
、
「風
水
」

の
原
理

も

一
定

の
影
響
力
を
も

っ
て
い
る
の
で
、
L
氏
は
、
退
職
後
に
香
港

の

風
水
書
を
学
び
直
す
と
と
も
に
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

「風
水
」

の
実
践
知
と
噛
み
合
わ
せ
る
努
力
を
お
こ
な

っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
「風

水
」
上
最
も
重
要
と
さ
れ
る
土
地
伯
公

の
位
概
を
香
港
風
水
書

の
理
論

と

一
致
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
L
氏
に
よ
れ
ば
、
両
者

の
風

水
は
大
部
分
が
矛
盾
す
る
こ
と
な
く

一
致
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と

い
う
。
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河合洋 尚●移 りゆ く香港 の風 水言 説(後)

　
現
在

、
香
港
で
出
版

・
販
売
さ
れ
た
風
水
書
、
羅
盤
、
魯
班
尺
は
、

梅
州
市

の
路
上
で
も
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
梅
州
市

の

「風
水
」

知
識
も

変
容
し
は
じ
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
囲
龍
屋
の
風
水
解
釈
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
香
港
を
経
由
し
て
流
通
し
は
じ
め
た
風
水
用
品
の

他
に
、
学
術
表
象
も
無
視
で
き
な
い
影
響
力
を
も

っ
て
い
る
。

　
こ
こ
十
数
年
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
風
水
ブ
ー
ム
の
煽
り
を
受
け
て
、

中
国
の
学
界
は
、
客
家
建
築
の
な
か
に
風
水
の
要
素
を
発
見
す
る
努
力

を
お
こ
な

っ
て
き
た
。
そ
の
表
象

の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
が

[⑮
]
、
た
と
え
ば
囲
龍
屋
を
陰
陽
五
行
説
に
、
土
楼
を
八
卦
に
見
立
て

て
解
説
す
る
学
術
表
象
が
近
年
現
れ
、
そ
れ
が
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
流
布
さ
れ
始
め
た
。
囲
龍
屋
の
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
な

さ
れ
て

い
る
。

　
A
　

囲
龍
屋
の
陰
陽
説
…
囲
龍
屋
の
前
方
に
は
半
月
型
の
池
が
、
後

方
に
は
半
月
型

の

「化
胎
」
が
あ
る
。
前
者
は
陽
を
、
後
者
は
陰
を
示

し
て
お
り
、
両
者
は
組
み
合
わ
さ
っ
て
陰
陽
太
極
図
を
構
成
す
る
。

　
B
　

囲
龍
屋
の
五
行
説
…
囲
龍
屋
の

「
五
方
龍
神
」
は
、
五

つ
の
異

な

っ
た
図
案
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
金

・
木

・
水

・
火

・
土

(す
な
わ

ち

「五
行
」

の
原
理
)
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
学
術
表
象
は
、
必
ず
し
も
直
接

的
に
香
港
の
影
響
を
受
け

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
梅
州
市
に
お
け
る
囲
龍
屋
の
風
水
解
釈
を

変
革
す
る
重
要
な
要
素
に
な

っ
て
い
る
。

　
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
A
社
区
で
は
も
と
も
と
、
「化
胎
」
は
女

性

の
子
宮

で
あ
り
、
「五
方
龍
神
」
は
女
性
性
器
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
A
社
区
で
は
次
第
に
、
以
前
の
解
釈
が
誤
り
で
あ

り
、
学
術
表
象

の
唱
え
る
陰
陽
五
行
説
が
正
し
い
と
す
る
風
潮
が
現
れ

始
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
地
に
お
い
て
も
客
家
人
と
は

「
文
明
」

の
段
階
に
あ
る
漢
民
族
で
あ
り
、
性
器
信
仰

な
ど
と

い
う

「未
開
」

の

習
俗
は
す
で
に
こ
の
地
区
に
は
な

い
と
考
え

ら
れ
は
じ
め
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
変
化
が
A
社
区
を
超
え
た
範
囲

で
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
あ

る
中
国
の
大
衆
的
な
ネ

ッ
ト
網
で
書
か
れ
た
次

の
内
容
に
も
顕
著
に
み

て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「性
器
信
仰
は
確
か
に
中
国
の
少
数
民
族
に
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
漢

民
族
で
は
紀
元
前
に
消
滅
し
て
い
る
、
ま
し

て
や
わ
れ
わ
れ
客
家
の
祖

先
は
中
原

(古
代
中
国
王
朝
の
所
在
地
)

で
あ
り
、
客
家
は
中
国
の
先

進
文
化
を
中
国
南
方
に
も
た
ら
し
て
き
た
。
五
方
龍
神
は
ま
ぎ
れ
も
な

く
五
行
を
表
し
て
い
る
」
。
.

同
様

の
意
見
は
、
A
社
区
で
も
聞
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
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(3
)
香
港
を
中
心
と
す
る
風
水
知
識
の
言
説
構
造

へ

　
今

一
度
整
理
す
る
と
、
A
社
区
に
は
も
と
も
と
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら

れ
て
き
た

「風
水
」
(客
家
語
で
は

「看
屋
場
」
)
が
あ
り
、
〈全
知
〉

の

高
齢
者
男
性
か
ら

〈無
知
〉
の
青
少
年
層
に
至
る
知
識
構
造
を
確
立
し

て
い
た
。
し
か
し
、
香
港

の
風
水
商
品
お
よ
び
理
論
が
浸
透
し
、
ま
た

客
家
建
築

を
め
ぐ
る
学
術
表
象
が
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
流
布
さ

れ
る
と
、

こ
う
し
た
慣
習
的
な
知
識
構
造
は
徐
々
に
変
革
す
る
こ
と
に

な

っ
た
。

　
知
識
人
類
学

の
議
論
に
よ
る
と
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
知
識
構

造
を
変
容

さ
せ
る
鍵
と
な
る
の
が
、
〈偽
知
〉
で
あ
る
。

〈偽
知
〉
は
、

(全
知
〉

に
対
し
て

「誤

っ
た
」
知
識
と
し
て
規
定
さ
れ
る
が
、
異
な

っ

た
知
識
を
も

つ
が
ゆ
え
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
社
会
を
変
革
す
る
こ
と
が
で

き
る

[⑭
]
。
本
稿
の
例
で
言
い
直
す
と
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た

「
風

水
」

の
実
践
知
に
対
し
て
、
香
港
に
由
来
す
る
風
水

の
知
識
と
道
具
、

お
よ
び
学
術
表
象
は

〈偽
知
〉
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
は
こ

の

〈偽
知
〉
は
、
そ
れ
ま
で

〈無
知
〉
で
あ

っ
た
青
少
年
層
を

〈偽
知
〉

に
塗
り
替
え
、
さ
ら
に

〈全
知
〉
の
知
識
体
系
ま
で
揺
り
動
か

す
に
至

っ
て
い
る
。

筆
者
は
、
A
社
区
に
お

い
て

「風
水
」
の
実
践
知
を

(全
知
〉
の
高

齢
者
か
ら
聞
き
出
し
た
後
、
そ
の
知
識
の
伝

達
の
度
合

い
を
確
か
め
る

た
め
に
、
同
社
区
の
青
少
年
層
に

「風
水
」
に
ま

つ
わ
る
事
項
を
質
問

し
た
。
す
る
と
、
あ
る
者
は
風
水
は

「迷
信
」
で
あ
る
か
ら
今

の
梅
州

市
で
は
重
要
視
さ
れ
な
く
な

っ
て
い
る
と
答

え
、
ま
た
あ
る
者
は
、
風

水
は
環
境
を
選
定
し
保
護
す
る
伝
統

「科
学
」
で
あ
る
か
ら
重
視
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
/
女
ら
は
、

具
体
的
な

「
風
水
」

の
実
践
知
を
全
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
知
ら
ず
、

逆
に
、
風
水
を

「迷
信
」
と
し
て
否
定
す
る
か
、
も
し
く
は

「科
学
」

と
し
て
評
価
す
る
か
に
偏
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
還
元
す
れ
ば
、
そ
れ
ま

で
の

「
風
水
」
知
識
体
系
に
お
い
て

〈無
知
〉
で
あ

っ
た
層
は
、
そ
の

ま
ま

〈無
知
〉
で
居
続
け
る
か
、
も
し
く
は
香
港
に
見
ら
れ
た
生
態
環

境
言
説
と
し
て
の
風
水
を
支
持
す
る

〈偽
知
〉
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
繰
り
返
し
論
ず
る
と
、
〈全
知
〉
で
あ

っ
た
高
齢
者
男
性
も
ま
た
、
「風

水
」
が
正
当
で
は
な

い
と
疑
い
始
め
、
そ
の
知
識
体
系
を
後
続

の
世
代

に
系
統
的
に
教
え
る
こ
と
を
た
め
ら

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈無
知
〉

を

〈偽
知
〉
に
転
換
さ
せ
、
〈全
知
〉
の
権
威
を
揺
り
動
か
す
背
景
に
は
、

少
な
く
と
も
2
つ
の
社
会
政
治
的
な
背
景
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
と

い

え
る
。
そ
の

一
つ
は
、
風
水
を

「迷
信
」
と
し
て
捉
え
る
社
会
主
義
思

想
、
も
う

一
つ
は
、
風
水
を
環
境
生
態
科
学
と
認
識
し
な
お
す
香
港
に

由
来
す
る
風
水
言
説
で
あ
る
。
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先
述
し
た
通
り
、
梅
州
市
に
お
け
る
風
水

の
実
践
と
解
釈
は
、
香
港

の
影
響
を
受
け
て
確
か
に
変
化
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
践
面
だ
け
に

限
定
し

て
述
べ
る
な
ら
ば
、
学
術
表
象
を
含
め
必
ず
し
も
香
港
の
み
だ

け
が
梅
州
市

の
風
水
を
変
え

て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
意

識
の
上

で
は
、
中
国
に
て
慣
習
的
に
語
り
継
が
れ
て
き
た

「風
水
」
は

「古

い
」

「迷
信
的
」
「遅
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
民
間
社
会
に
お
い
て
も

判
断
さ

れ
始
め
て
お
り
、
替
わ
り
に
生
態
科
学
と
し
て
の
風
水
が
現
れ

は
じ
め
て
い
る
。

き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
は
、
香
港
を
中

心
と
す
る
風
水
の
言
説
と
実

践
が
梅
州
市
の
慣
習
的
な

「風
水
」
に
完
全

に
取

っ
て
代
わ

っ
た
と
論

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第

一
に
、
梅
州
市
の
慣
習
的
な

「風
水
」
の
知
識
体
系
が
変
動

の
時
期
に
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
香
港
の

風
水
理
論
や
風
水
用
品
が
i
決
し
て
全

て
で
は
な
い
が
1

一
定

の
影
響

力
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
言
説
の
う
え
で
香
港
は
江
西
省

に
替
わ

っ
て
風
水
の
中
心
に
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
、
は
指
摘
で
き
た
か

と
思
・つ
。
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こ
う

し
た
転
換

の
最
中
、
か
つ
て
の

「風
水
」
知
識
構
造
の
頂
点
に

位
置
し

て
い
た
三
僚
村
に
て
、
あ
る
事
件
が
起
き
た
。
香
港
の
有
名
な

風
水
師

が
三
僚
村
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
香
港
の
風
水
師
は
三
僚
村

の
村
落
風
水
が
悪

い
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ニ

ュ
ー
ス
は
、
梅
州
市
の

一
部
の
民
間
社
会
に
広
ま
り
、
当
地
の

「風
水
」

を
め
ぐ

る
知
識
構
造
に
動
揺
を
走
ら
せ
た
。
三
僚
村
を
頂
点
と
す
る
風

水
は
も
は
や
時
代
遅
れ
と
な
り
、
香
港
の
風
水
が
そ
れ
に
と

っ
て
か
わ

っ
た
と

い
う
言
説
が
、
梅
州
市
に
て
流
布
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

四
　
結
論

　
以
上
、
本
稿

で
は
、
香
港
風
水

の
言
説
と
実
践
が
、
中
国

の
大
陸
部

に
位
置

す
る
梅
州
市

の

「風
水
」
知
識
を
変
革
し
て
き
た
側
面
を
見
て

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ル
チ

ュ
セ
ー
ル
や

フ
ー
コ
ー
ら
が

提
示
し
て
き
た
こ
の

「
言
説
」
と

い
う
概
念
は
、
背
後
の
あ
る
政
治
経

済
的
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
切
り
離
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本

稿
の
事
例
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
風
水
知
識
の
権
力
構
造
に
お

い
て
中
国

(よ
り
具
体
的
に
は
三
僚
村
)

で
は
な
く
香
港
が
台
頭
し
て

き
た
背
景
に
も
、
風
水
を

「迷
信
」
と
す
る
大
陸
の
政
治
空
間
体
制
と
、

風
水
を

「
環
境
科
学
」
と
す
る
香
港
と
の
経
済
交
流
が
無
視
で
き
な
い

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
広
東
省
梅
州
市

の
事
例
か

ら
、
風
水
知
識
構
造
変
動

の

実
際
を
垣
間
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
特

に
言
説
の
う
え
で
、
鞍
州
市

三
僚
村
を
中
心
と
す
る
旧
型

の

「風
水
」
知

識
構
造
か
ら
、
香
港
を
中

心
と
す
る
新
型
の
風
水
知
識
構
造

へ
と
転
換

し

つ
つ
あ
る
側
面
を
考
察
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し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、

こ
う
し
た

風
水
知
識
構
造
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
、
梅
州
市
だ
"
で
な

く
、
中

国
風
水
の
本
拠
地
と
し
て
理
念
化
さ
れ
て
き
た
籟
州
市
で
も
生

じ
は
じ
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
江
西
省

鞍
州
市
で
は
二

一
世
紀
に
投
入
以
降
、
風
水
リ
ゾ
ー
ト
地
を

二
箇
所

つ
く
る
計
画
を
始
動
し
は
じ
め
て
い
る
。
1
ヶ
所
は
本
稿
で
も

度
々
挙
げ

て
き
た
三
僚
村
、
そ
し
て
も
う
ー
ヶ
所
は
鞍
州
市
郊
外
に
あ

る
楊
仙
嶺

(よ
う
せ
ん
れ
い
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
開
発
業
者
、
学
者
、

風
水
師
、

現
地
の

「風
水
先
生
」
ら
が
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
の
行
方
を
め

ぐ

っ
て
議
論
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
彼
ら

の
間
で
風

水
を
め
ぐ
る
見
解
の
違

い
か
ら
対
立
を
引
き
起
こ
し
て
き
た

こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
開
発
商
、
学
者
、
香
港

の
風
水
師
ら
は
生

態
環
境
科
学

の
見
地
か
ら
風
水
を
唱
え
て
お
り
、
そ
れ
が
鞍
州
市
に
お

け
る

「風
水
」
の
実
践
知
と
異
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上

の
よ
う

に
、
香
港
の
風
水
言
説
は
言
説
と
実
践
の
う
え
で
大
陸

中
国
に
も

拡
大
し
、
地
元
の
慣
習
的
な

「風
水
」
知
識
構
造
を
変
革
さ

せ
る

一
つ
の
動
力
と
な
り

つ
つ
あ
る
。
本
稿
で
見
て
き
た
香
港
を
中
心

と
す
る
風
水
知
識
構
造
は
、
す
で
に
言
説
の
レ
ベ
ル
で

一
定
の
影
響
力

を
も

っ
て
い
る
。
そ
の
香
港
の
風
水
言
説
が
今
後
ど
れ
ほ
ど
ま
で
中
国

全
土
の

「風
水
」
実
践
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は

一
時
的
な
影
響
力
を
も

つ
に
す
ぎ
な

い
言
説

の
域
に
終
わ
る
の
か
。
こ

れ
ら
が
今
後
探
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ

う
。

注[①

]

ウ
ズ

ラ

・
ヴ

ォ
ー
ゲ

ル

『中

国

の
実

験
ー

1

改
革

下

の
広

東

』

(中
島

嶺
雄

訳
、

ダ
イ

ア
モ

ン
ド
社

)

}
九

九

一
年

、

三

一
六
～

三

二

一
頁

。

[②
]
『梅
州
統
計
年
鑑
』
(二
〇
〇
四
年
、
二
九
頁
)
や

『梅
州
市
華
僑
志

編
輯
委
員
会
』
(二
〇
〇

一
年
、
二
三
頁
)
に
よ
る
と
、
梅
州
市
の
人
口
は

約
四
九
〇
万
人
で
、
さ
ら
に
世
界
三
六
ヶ
国
に
華
僑

・
同
胞
を
輩
出
し
て
い

る
。
そ
の
華
僑

・
同
胞
の
な
か
で
最
も
多
い
の
が
香
港
居
住
者
で
あ
り
、
約

二
六
三
万
人
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
梅
州
市
の
イ
ン
フ
ラ
建
設
、

学
校
建
設
に
お
い
て
は
、
曾
憲
梓
、
田
家
嫡
ら
の
香
港
で
活
躍
す
る
梅
州
市

出
身
者
が
最
も
大
き
な
貢
献
を
な
し
て
き
た
。

[③
]
河
合
洋
尚

「客
家
風
水
の
表
象
と
実
践
知
～

広
東
省
梅
州
市
に
お

け
る
囲
龍
屋
の
事
例
か
ら
」
『社
会
人
類
学
年
報
』

(引
文
堂
)
三
三
号
、
二

〇
〇
七
年
/
河
合
洋
尚

「梅
州
地
区
的
風
水
与
環
境
観
-

以
囲
龍
屋
、
現

代
住
宅
、
墳
墓
為
例
」
『客
家
研
究
輯
刊
』
(嘉
応
大
学
客
家
研
究
所
)
三
二

号
、
二
〇
〇
八
年
。

[④
]
周
建
新

「
風
水
-

伝
統
社
会
中
宗
族
的
生
存
戦
略
ー

磨
東
地
区

的
実
証
分
析
」
『客
家
研
究
輯
刊
』
(嘉
応
大
学
客
家
研
究
所
)

一
五
号
、

一
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九

九
九
年

。

[⑪
]
房
学
嘉

・
謝
剣

『囲
不
住
的
囲
龍
屋
』
花
城
出
版
社
、
二
〇
〇

一
年
。

[⑤
]
囲
龍
屋
の
建
築
構
造
や
写
真
に
関
し
て
は
、
河
合
洋
尚

[二
〇
〇
七
、

前
掲
、
七
〇
～
七
三
頁
]
や
茂
木
計

一
郎

・
片
山
和
俊

『客
家
民
居
の
世
界
』
、

風
土
社
、
二
〇
〇
八
年
、

一
六
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。

[⑥
]
河
合
洋
尚

「走
向
囲
龍
屋
的
多
元
分
析
t

河
源
伝
統
民
居
初
探
」
『客

家
研
究
輯
刊
』
(嘉
応
大
学
客
家
研
究
所
V
三
四
号
、
二
〇
〇
九
年
。

[⑦

]
河

合
洋
尚

[
二
〇

〇
七

、
前

掲
]
。

[⑫
]
渡
邊
欣
雄

「風
水
師
と

「裏
」
の
市
場
経
済

(-
)
ー

市
場
経
済

の
文
化
人
類
学
的
理
論
」
佐
々
木
伸

一

(編
)

『中
国
東
南
部
に
お
け
る
宗

教
の
市
場
経
済
化
に
関
す
る
調
査
研
究
ー

コ
ン
テ
ク
ス
ト
分
析
に
よ
る
b

(平
成

一
五
～
十
八
年
度
文
部
省
科
学
補
助
金
成
果
報
告
書
)、
二
〇
〇
八
年
、

二
三
頁
。

[⑬
]
塵
煩
を
め
ぐ
る
逸
話
の

一
例
と
し
て
、
囲
龍
屋
の
前
方
に
あ
る
半
月

型
の
池
も
、
塵
嫡
が
風
水
の
原
理
に
よ
り
つ
く

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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[⑧
]
興
味
深
い
こ
と
に
、
同
様
の
解
釈
は
沖
縄
の
亀
甲
墓
に
も
見
ら
れ
る
。

詳
し
く
は
、
劉
正
愛

「久
米
島
の
墓
地
風
水
と
手
抄
文
書
に
見
ら
れ
る
墓
地

祭
祀
に
つ
い
て
」
『民
俗
文
化
研
究
』
(民
俗
文
化
研
究
所
)
三
号
、
二
〇
〇

二
年
、
お
よ
び
、
河
合
洋
尚

「日
本
沖
縄
的
民
俗
風
水
」
金
澤

・
陳
進
国

(編
)

『宗
教
人
類
学

(1
ご

民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

[⑨
]
李
春
泰

「客
家
伝
統
民
居
朝
南
与
中
原
的
差
別
及
成
因
探
析
」
『客
家

研
究
輯
刊
』
(嘉
応
大
学
客
家
研
究
所
)
十
八
号
、
二
〇
〇

一
年
。

[⑩
]
ち
な
み
に
、
こ
の
実
践
知
は
、
梅
州
市
の
み
な
ら
ず
、
隣
接
す
る
広

東
省
の
潮
州
市
や
汕
尾
で
も
、
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た

「風
水
」
と
し
て
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

[⑭
]
渡
邊
欣
雄

『民
俗
知
識
論
の
課
題
-

沖
縄
の
知
識
人
類
学
』
凱
風

社

、

一
九

九

〇
年

[⑮

]
河
合

[
二
〇

〇
七
、
前

掲
]
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