
映西省の農民(76歳 )孫娘とともに。 うしろ

に見えるのが「風水木」 (お墓を守る)

流
れ
る
大
地
の
上
で
生
き
る
人
び
と

昨
年
の
夏
か
ら
、
中
国
映
西
省
北
部
、
黄
土

古回
原
地
帯
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

映
西
北
部
と
い
え
ば
、
中
国
映
画
を
ご
覧
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
方
は
、
数
年
前
に
日
本
で
公

開
さ
れ
た

「黄
色
い
大
地
」
（陳
凱
歌
監
督
）を

思
い
出
し
て
い
た
だ
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
画
面

い
っ
は
い
に
広
が
っ
た
、
褐
色
の
大
地
と
砂
煙
、

そ
こ
に
呑
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
生
き
る
人

び
と
。
か
つ
て
、
外
国
人
は
通
行
許
可
証
な
し

に
は
入
れ
な
か
っ
た
こ
の
地
域
だ
が
、
現
在
は

徐
々
に
開
放
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
煩
雑
な
手
続
き

な
し
に
入
れ
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
る
。

「黄
上
高
原
」
の
最
大
の
特
徴
は
、
標
高
千
メ

ー
ト
ル
前
後
の
台
地
を
黄
土
層
が
覆
い
、
浸
食

に
よ
る
谷
が
各
所
に
け
ず
ら
れ
て
い
る
と
い
う

地
形
的
な
点
に
あ
る
。
黄
土
高
原
そ
の
も
の
は
、

山
西
省
、
映
西
省
、
甘
粛
省
、
寧
夏
回
族
自
治

区
等
に
広
が
っ
て
お
り
、
映
西
北
部
は
、
黄
土

古回
原
全
体
の
二
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

黄
河
が
貫
く
こ
の
高
原
は
、
黄
河
の
水
を
黄

色
い
濁
流
に
染
め
、
ま
た
春
の
日
本
に
黄
砂
を

降
ら
せ
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。

か
つ
て
、
こ
こ
も
森
林
や
草
原
が
覆

っ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
、
ご
く

一
部

の
植
林
地
区
と
、
村
の
中
を
流
れ
る
川
の
両
岸

を
除
い
て
、
本
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
写

真
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
周

囲
を
囲
む
山
々
に
は
、
「風
水
木
」
と
呼
ば
れ
る

祖
先
の
お
墓
を
守
る
と
さ
れ
る
木
が
時
折
、
山

頂
近
く
に
生
え
て
い
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は

ま
っ
た
く
の
は
げ
山
が
続
く
。

こ
れ
は
、
文
明
の
生
ん
だ
景
観
と
い
え
る
。

か
つ
て
の
首
都
、
長
安

（現
在
の
西
安
）
の
北

三
ＩＩＩ
●
か
ら
五
〇
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
同
地
区

は
、
古
代
は
、
少
数
民
族
の
遊
牧
地
区
で
あ
っ

た
が
周

ｏ
秦
代
に
至
っ
て
、
漢
族
に
よ
る
開
墾

が
進
み
、
そ
の
後
、
漢
代
か
ら
唐
代

へ
と
破
壊

が
緩
慢
に
進
む
。
明
清
期
に
は
、
す
で
に
上
壌

流
出
が
深
刻
と
な
り
、
今
世
紀
初
頭
の
民
国
期

に
は
、
森
林
の
喪
失
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り

砂
漠
の
南
下
も
急
速
に
進
む
状
況
と
な
っ
て
い

た
…
…
こ
れ
が
陳
西
北
部
黄
土
高
原
の

「自
然

と
人
間
の
歴
史
」
の
経
過
で
あ
る
。

そ
し
て
現
在
、
数
々
の
植
林
や
、
土
壌
定
着

化
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
地
域
は
き
わ

め
て
深
刻
な
表
上
流
出
に
悩
ん
で
い
る
。
比
較

秦

国
謳
国
大
罪

深

尾

葉

子
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的
安
定
し
た
場
所
に
位
置
す
る
村
の
周
辺
は
別

と
し
て
も
、
村
と
村
を
結
ぶ
道
路
や
、
村
の
は

ず
れ
で
は
、
晴
れ
た
日
に
は
黄
砂
が
舞
い
上
が

り
、
雨
が
降
れ
ば
土
砂
崩
れ
、
と
い
う
日
常
で

あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
印
象
深
か
っ
た
の
は
、

そ
こ
で
生
き
る
人
び
と
が
、
土
砂
が
崩
れ
れ
ば

そ
こ
を
耕
し
、
表
土
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
こ
か

ら
石
を
掘
り
と
、
あ
た
か
も
そ
う
し
た
営
み
こ

そ
が

「自
然
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
生
活
を

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
力
で
は
抗
し

き
れ
な
い
大
き
な
流
れ
に
、
も
は
や
逆
ら
わ
ず

に
生
き
る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
は
、
中
国
と
い
７
と
「雄
大
な
自
然
」

や

「悠
久
の
歴
史
」
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
で
、　
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
る
も
の
と
し
て

商
品
化
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
そ
こ
に
生
き

る
人
に
と
っ
て
は
ロ
マ
ン
と
は
程
遠
い
。
「自

然
」
は
脅
威
で
あ
り
、
「歴
史
」
は
重
み
と
な
り
、

人
び
と
の
生
活
に
ふ
り
か
か
っ
て
い
る
。

は
げ
山
の
歴
史

文
明
の
歴
史
が
古
い
と
こ
ろ
で
は
、
緑
が
失

わ
れ
る
と
い
う
例
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
中
国
の
こ
の
地
域
に

緑
が
失
わ
れ
て
い
る
の
も
、
た
ん
に
例
外
で
は

な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
、

「文
明
」
と

「緑
の
喪
失
」
と
の
関
係
は
不
可

避
な
の
で
は
な
い
か
と
の
、
悲
観
論
に
陥

っ
て

し
よ
う
。
中
国
に
お
け
る
森
林
被
覆
面
積
の
割

合
は
、　
〓

一％
で
あ
る
が
、
こ
の
数
字
は
中
国

の
各
地
が
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
経
過
を
経
て
、

森
林
を
失
っ
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

陳
西
は
、
破
壊
の
歴
史
の
長
い
地
域
に
属
す

る
が
、
四
川
や
雲
南
な
ど
は
、
近
代
以
降
の
破

壊
が
著
Ｌ
い
。
日
本
と
ほ
ぼ
同
面
積
の
雲
南
は
、

そ
の
九
Ｃ
％
が
山
地
で
あ
り
、
植
物
の
成
育
に

適
し
た
環
境
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在

緑
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
三
０
％
足
ら

ず
で
あ
る
。
そ
の
破
壊
の
要
因
は
、
政
治
的

・

軍
事
的

。
地
域
の
社
会
経
済
事
情
な
ど
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が
、
同
地
域

一
帯
が
近
百
年
来
、
非

循
環
構
造
に
陥

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
他
の
地
域
に
お
い
て
も
過
去
の
歴
史

を
さ
か
の
ば
れ
ば
、
戦
乱

（日
中
戦
争
を
含
む
）

や
大
躍
進
期
の
土
法
高
炉

（自
力
更
生
の
理
念

に
基
づ
い
て
、
農
村
の
各
地
に
設
け
ら
れ
た
小

規
模
高
炉
。
こ
の
高
炉
の
使
用
の
た
め
に
、
大

量
の
森
林
が
燃
料
と
し
て
消
費
さ
れ
た
）
、
文

化
大
革
命
期
の
穀
物
生
産
偏
重
主
義
な
ど
と
い

っ
た
、
限
定
的
な
歴
史
要
因
に
つ
き
あ
た
る
こ

と
も
多
い
。
し
か
し
さ
き
の
循
環
構
造
と
し
て

み
る
な
ら
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
、

森
と
の
つ
き
あ
い
か
た
が
重
要
な
要
素
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日

本
は
山
と
海
の
間
が
狭
く
、
川
の
流
れ
も
急
で

あ
る
た
め
に
、
水
や
森
と
の

「よ
い
関
係
」
を

保
と
う
と
す
る
作
用
が
働
い
た
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
主
と
し
て
江
戸
期
の
領
主
的
土
地
所
有

が
、
よ
い
形
で
働
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。
日
本

の
要
因
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
論
ず
る
能
力
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
中
国
に
関
し
て
い
え
ば
、
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山頂か ら村 を見下ろす。黄土高原の住宅 は空

洞 と呼ばれる土 と石 でつ くった住居、内部は
｀
冬 暖 夏 涼

″
といわれ、当地の風土に合 って

いる。オン ドル もある

状
況
は
ま
さ
に
逆
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
ず
、
山
地
と
海
の
間
の
距
離
が

一
般
に
長

い
。
川
は
周
知
の
よ
う
に
、
長
い
蛇
行
を
繰
り

返
し
、
海
へ
と
向
か
う
。
そ
こ
で
は
、
氾
濫
と

千
ば
つ
に
備
え
る

「水
利
」
は
発
達
し
て
も
、

そ
の
こ
と
が
、

「治
山
」

と
は
直
接
結
び
つ
き

に
く
い
。
ま
た
、
北
方
を
中
心
に
畑
作
地
帯
が

広
が
り
、
水
田
が
広
が
る
の
は
主
と
し
て
南

方
の
平
野
地
帯
。
日
本
の
よ
う
に
山
あ
い
に

水
田
が
広
が
る
と
い
う
光
景
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
。
畑
作
の
場
合
、
裏
山
に
緑
が
な
く
な

る
こ
と
が
、
す
ぐ
さ
ま
農
業
生
産
に
影
響
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
。
こ
こ
で
、

水
源
林
と
し
て
の
森
林
の
意
味
が
大
き
く
薄
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
人
び
と
の
生
活
用

水
が
主
と
し
て
地
下
水
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
水
源
林
と
し
て
の
山

林
の
意
味
を
薄
め
さ
せ
る
要
因
で
あ
る
。
吉
良

竜
夫
氏
は
、
盆
地
の
文
化
は

「せ
せ
ら
ぎ
の
文

化
」
で
あ
る
の
に
対
Ｌ
て
、
平
野
の
文
化
は
「地

下
水
の
文
化
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
両
者
の
間

に
水
と
の
接
し
方
の
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
Ｌ
て
お
ら
れ
る
が
、
中
国
に
お
け
る
漢
族

の
文
化
は
、
ま
さ
に
こ
の

「平
野
の
文
化
」
で

あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
生
存
の
た
め
の
水
へ
の
関
心
が
も

っ
は
ら
丼
戸
に
向
け
ら
れ
、
地
域
全
体
の
水
循

環
構
造
へ
向
け
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
を
少
な
く
さ

せ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

居
住
条
件
を
左
右
す
る
の
は
、
よ
い
片
戸
を

掘
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
周
囲

に
緑
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
再
び
、
中

国
映
画
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ら
、
数
年
前
に

公
開
さ
れ
た

「占
片
戸
」

宣
（天
明
監
督
）

に

描
か
れ
て
い
た
の
が
、
ま
さ
に
そ
の
世
界
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
舞
台
と
な
っ
て
い
た
山
西
省
の

貧
し
い
山
村
で
は
、
人
び
と
の
生
活
環
境
や
社

会
関
係
の
カ
ギ
を
担
っ
て
い
る
の
が

「井
戸
」

で
あ
り
、
村
の
人
び
と
は

「井
戸
」
を
掘
る
た

め
に
時
に
は
命
を
投
げ
出
Ｌ
、
生
涯
を
か
け
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
村
の
背
景
は
、
や

は
り
幾
重
に
も
重
な
る
は
げ
山
で
あ
り
、
人
び

と
は
そ
れ
を
所
与
の
条
件
と
し
て
と
ら
え
、
関

心
を
示
そ
う
と
も
し
て
い
な
い
。

中
国
に
お
い
て
、
森
林
の
保
存
を
難
し
く
さ

せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
歴
史
的
要
因
に
、
「商
品

経
済
の
発
達
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
商
品
経
済
に

つ
い
て
中
国
は
、
き
わ
め
て
厚
い
歴
史
的
背
景

を
持

っ
て
い
る
。
地
理
的
広
が
り
を
背
景
に
、

ま
た
人
口
の
増
大
を
条
件
に
、
中
国
は
商
品
経

ギ |:■ljll

ヅ季|
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済
を
早
熟
的
に
発
達
さ
せ
、
そ
の
な
か
で
蓄
積

さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
幸
僑
な
ど
に
受
け
継
が

れ
る
形
で
世
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
。
と
同
時
に
、
山
地
を
含
む

「土
地
の
商
品

化
」
も
極
め
て
高
度
に
発
達
し
て
い
た
。

中
国
で
は
、
封
建
制
が
、
数
百
年
あ
る
い
は

千
年
以
Ｌ
に
わ
た
っ
て
続
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
よ
う
な

領
主
的
土
地
所
有
を
基
盤
と
し
た
社
会
が
続
い

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
中
国
に

お
け
る
地
主
制
は
、
先
の
商
品
化
さ
れ
た
土
地

所
有
を
基
盤
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

地
主
制
そ
の
も
の
が
、
内
部
的
に
は
極
め
て
流

動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
土
地
の
権
利
も
田
畑
で
あ
れ
ば
、

所
有
権

・
耕
作
権
、
と
い
う
よ
う
に
「
田
皮
権
」

「田
面
権
」
「田
底
権
」
等
に
細
分
化
し
、
山
地

で
あ
れ
ば

「
山
皮
権
」
「山
底
権
」
と
い
う
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
が
錯
綜
Ｌ
、
入
り

組
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、

〓
こ
の
地
域
と
い

っ
て
も
、
そ
の
権
利
が
細
分
化
し
、
ま
た
契
約

も
短
期
的
な
も
の
が
多
い
の
で
、
植
林
の
よ
う

な
、
長
期
的
な
作
業
が
成
り
立
ち
に
く
い
と
い

う
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
山
林
資
源
と
い
う
形
で
い
う
な
ら

ば
、
中
国

↑工
と
し
て
漢
族
）
は
自
ら
の
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
を
外
部
へ
拡
張
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
Ｌ
て
き
た
の
で
、
限
ら
れ
た
地
理
的

空
間
の
中
で
、
循
環
を
達
成
さ
せ
な
が
ら
、
資

源
を
自
己
調
達
し
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が

そ
れ
ほ
ど
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
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山頂 までつながる段 々畑、夏には作物 (と うもろこしな ど)が植 え られる

餓
　
勝

う
点
も
あ
げ
ら
れ
る
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
な
く

な
り
つ
つ
あ
る
今
、
中
国
は
東
南
ア
ジ
ア
な
ど

を
中
心
に
、
日
本
に
次
ぐ
木
材
輸
入
国
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
て
、
極
端
に
い
え
ば
中
国
全
体
が
ひ

と
つ
の

「非
循
環
社
会
」
と
し
て
、
今
日
に
至

っ
て
い
る
と
、　
∵
え
る
の
で
あ
る
。

例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
行
け
ど
も
行

け
ど
も
は
げ
山
の
続
く
中
国
の
景
観
で
、
時
折

緑
ゆ
た
か
な
場
所
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
、
森
を
残
し
た
り
、
植
林
を
行
う
こ
と
に
功

績
の
あ
っ
た
人
物
の
存
在
に
行
き
当
た
る
。

た
と
え
ば
、
大
躍
進
等
の
影
響
を
他
の
村
と

同
様
に
受
け
つ
つ
も
、
そ
の
後
鍵
と
な
る
人
物

が
現
れ
て
、
山
に
本
を
植
え
る
こ
と
を
提
唱
し
、

緑
が
蘇
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
例
や
、

百
年
以
上
前
に
植
林
を
重
視
す
る
知
県

（日
本

で
い
う
県
知
事
…
た
だ
し
中
国
の
県
は
日
本
の

市
や
郡
に
近
い
規
模
）
が
そ
の
場
所
を
治
め
、

そ
れ
以
後
植
林
を
重
視
す
る
風
潮
が
地
域
に
根

づ
い
た
例
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
が
、
民
謡
や
語

り
も
の
の
形
を
と
っ
て
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
、

と
い
っ
た
例
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
例
は
、
拾
い
集
め
る
ほ
ど
稀
に

し
か
存
在
Ｌ
な
い
。
そ
れ
が
、
現
在
の
中
国
の

は
げ
山
の
景
観
を
形
作

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、
日
本
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
裏
山
の
森

が
な
く
な
る
こ
と
が
、
す
ぐ
に
生
活
や
生
存
に

関
わ
る
地
形
に
恵
ま
れ
、
ま
た
限
ら
れ
た
地
理

的
範
囲
が
、
ご
く
限
ら
れ
た
時
期
を
除
い
て
拡

張
的
資
源
調
達
を
不
可
能
に
し
て
い
た
。

し
か
し
、
現
在
日
本
は
大
き
な
転
換
点
に
来

て
い
る
。
拡
張
的
資
源
調
達
に
頼
る
こ
と
で
、

社
会
全
体
が

「循
環
社
会
」
的
発
想
を
失
い
つ

つ
あ
る
。
い
や
、
も
う
失

っ
て
し
ま
っ
て
あ
ら

ず
い
ぶ
ん
経
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
そ
の
痛

み
は
主
と
し
て
自
国
の
内
部
で
は
な
く
、
国
外

と
国
外
の
人
び
と
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
ろ
そ
ろ
自
ら
の
内
部
で
の
自
己
崩

壊
も
近
づ
い
て
い
る
の
を
感
ず
る
。

開
発
に
、
リ
ゾ
ー
ト
に
と
国
上
を
切
り
刻
ん

で
い
る
ツ
ケ
は
ど
れ
程
計
り
知
れ
な
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
開
発
の
歴
史
で
は
、
先
を
行
く
隣

の
中
国
の
例
が
、
そ
の
痛
み
の
深
さ
を
示
Ｌ
て

く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
国
が
、
そ
し
て
日
本
が
、
異
な
る
背
景
を

持
つ
他
地
域
を
視
野
に
入
れ
、
そ
こ
か
ら
歴
史

の
教
訓
を
読
み
と
り
、
最
良
の
選
択
を
行
っ
て

い
く
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
、
「
現
在
」
と
い
う

時
を
担
う
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
だ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

※
な
お
、
中
国
に
お
け
る
生
態
的
危
機
と
、
そ

の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「中
国
に
お
け

る
生
態
的
危
機
と
未
米
責
橋
本
満

・
深
尾
葉
子

編

『現
代
中
国
の
底
流
』
行
路
社

一
九
九
Ｃ
所

収
）
に
概
略
的
な
紹
介
を
試
み
た
。
御
参
照
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
中
の

「
せ
せ
ら
ぎ
の
文
化
」
「地
下
水
の
文
化
」
に
つ

い
て
は
、
吉
良
竜
夫

『地
球
環
境
の
な
か
の
琵

琶
湖
』
人
文
書
院

一
九
九
Ｃ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（ふ
か
お
　
よ
う
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