
日
本
の
基
層
文
化
は
、
大
き
く
み
て
南
北
両
系
統
の
文
化
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
南
方
系
と
は
、
中
国
江
南
地
方
か
ら
イ

ン
ド
シ
ナ
に
か
け
て
の
地
域
を
原
郷
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
北
方
系
は
、
中
国
北
方
の
少
数
民
族
な
ら
び
に
極
北
民
族
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ

る
。
前
者
は
黒
潮
海
流
に
の
っ
て
主
と
し
て
日
本
西
南
部
な
い
し
太
平
洋
沿
岸
地
域
に
定
着
し
、
後
者
は
、
一
つ
に
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
、

二
つ
に
は
沿
海
州
方
面
か
ら
時
計
回
り
に
南
下
し
、
主
に
日
本
の
東
北
部
な
い
し
日
本
海
沿
岸
地
域
を
主
た
る
分
布
領
域
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
両
系
統
の
文
化
の
分
布
領
域
に
対
応
し
て
、
日
本
文
化
の
地
域
性
も
、
概
ね
こ
の
二
つ
の
領
域
に
区
分
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、

厳
密
に
言
え
ば
、
黒
潮
の
分
流
た
る
対
馬
暖
流
が
日
本
海
沿
岸
の
各
地
に
南
方
系
の
文
化
要
素
を
漂
着
さ
せ
た
り
、
ま
た
、
朝
鮮
半
島
か
ら
入
っ

て
き
た
北
方
系
の
文
化
要
素
が
、
一
部
、
九
州
を
南
下
し
、
遂
に
は
沖
縄
方
面
へ
も
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
両
文
化
系
統
が
そ
れ

ぞ
れ
排
他
的
な
分
布
領
域
を
構
成
す
る
も
の
で
な
く
、
互
い
に
混
渚
し
、
独
自
な
日
本
基
層
文
化
を
形
づ
く
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
日
本
の
家
族
慣
習
も
ま
た
、
日
本
基
層
文
化
の
一
環
と
し
て
こ
れ
ら
南
北
両
系
統
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。
本
稿

論
説家

族
慣
習
か
ら
み
た
日
本
基
層
文
化

－

序
言

江
守
五
夫
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は
、
日
本
基
層
文
化
に
関
す
る
人
類
学
的
研
究
の
手
法
に
の
っ
と
り
、
日
本
の
伝
統
的
な
家
族
慣
習
に
包
含
さ
れ
て
い
る
南
方
系
と
北
方
系
の

文
化
要
素
の
析
出
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
つ
う
じ
て
こ
そ
、
近
時
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
個
々
の
家
族
慣
習
の
元
来

の
社
会
的
性
格
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
紙
面
の
制
約
上
、
本
稿
で
は
詳
細
な
資
料
分
析
は
省
略
し
、
今
日
ま
で
明
ら
か

と
な
っ
た
研
究
結
果
を
概
述
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

こ
の
よ
う
な
年
齢
階
梯
制
は
、
ア
ウ
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
系
語
族
に
連
な
る
も
の
で
、
南
方
系
的
文
化
要
素
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
台
湾
の
高
山
族
の
パ
ン
ッ
ァ
ハ
族
（
ァ
、
こ
族
）
の
年
齢
階
梯
制
に
お
い
て
、
「
青
年
」
「
壮
年
」
「
老
年
」
の
三

階
梯
が
、
成
人
式
薮
年
毎
に
行
わ
れ
る
）
を
同
時
に
う
け
た
人
々
か
ら
な
る
年
齢
組
（
農
①
‐
の
ｇ
に
再
区
分
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
年
齢
組
を

核
と
す
る
年
齢
階
梯
の
編
成
原
理
が
滋
賀
県
か
ら
石
川
県
に
い
た
る
日
本
海
沿
岸
の
年
齢
階
梯
制
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
若
者
組
へ
の
加
盟
儀
礼
と
も
結
び
つ
い
て
、
成
人
式
は
日
本
各
地
に
広
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
私
は
か
っ
て
、
そ
の
成
人

式
（
成
女
式
）
の
際
の
身
体
装
飾
の
在
り
方
か
ら
、
Ｈ
頭
部
装
飾
型
、
口
腰
部
装
飾
型
、
日
歯
の
鉄
漿
付
け
や
手
な
ど
に
文
身
を
施
す
型
ｌ
の

（
１
）

三
類
型
に
分
類
し
て
考
察
を
試
み
た
が
、
最
近
、
大
林
太
良
教
授
は
こ
の
分
類
法
に
も
と
づ
い
て
中
国
南
部
の
少
数
民
族
を
分
析
さ
れ
、
こ
の

集
団
化
さ
れ
る
。
い
‘

つ
く
る
場
合
が
あ
る
。

（
｜
）
年
齢
階
梯
制
と
成
人
式

日
本
の
西
南
部
に
は
、
年
齢
階
梯
制
が
村
落
社
会
の
い
わ
ば
骨
格
的
な
部
分
を
形
作
っ
て
い
た
。
「
年
齢
階
梯
制
」
（
シ
言
邑
岳
の
ｍ
の
。
）
と
は
、

共
同
体
成
員
を
同
年
輩
者
に
区
分
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
年
齢
階
梯
な
い
し
年
齢
集
団
に
編
成
し
、
上
位
の
階
梯
な
い
し
集
団
が
下
位
の
そ
れ

を
指
揮
統
率
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
統
合
を
期
す
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
男
子
の
組
織
で
あ
り
、
し
か
も
青
年
独
身
者
に
お
い
て
凝
固
に

集
団
化
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
若
者
組
が
し
か
り
で
あ
る
。
女
子
に
お
い
て
は
、
未
婚
の
処
女
が
き
わ
め
て
ル
ー
ズ
な
形
で
い
わ
ゆ
る
娘
仲
間
を

二
日
本
の
家
族
慣
習
中
の
南
方
系
文
化
要
素
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日
若
者
宿
の
み
が
存
す
る
場
合

（
４
）

ｌ
の
三
類
型
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ュ
ラ
ー
・
ハ
イ
メ
ン
ド
ル
フ
合
．
ぐ
○
ご
雲
弓
の
『
‐
雷
言
の
呂
○
己
が
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

イ
ン
ド
シ
ナ
西
部
に
お
け
る
寝
宿
の
習
俗
も
こ
の
日
本
の
寝
宿
の
形
態
と
一
致
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
男
女
の
性
交
遊

の
在
り
方
に
お
い
て
も
共
通
性
が
看
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
の
Ｈ
の
場
合
に
は
男
が
娘
宿
を
訪
れ
、
口
の
場
合
に
は
恋
人
同
士
が

（
５
）

同
宿
し
、
日
の
場
合
に
は
男
が
娘
の
家
を
訪
問
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
性
か
ら
み
て
も
、
こ
の
寝
宿
の
習
俗
が
イ
ン
ド
シ
ナ
や
中

国
南
部
か
ら
伝
播
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

三
）
若
者
宿
と
求
婚
の
習
俗

こ
の
よ
う
な
成
人
（
女
）
式
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
若
者
男
女
は
婚
姻
の
資
格
を
得
、
実
際
、
配
偶
者
を
選
択
す
る
た
め
に
男
女
間
の
交

遊
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
男
女
の
交
遊
の
い
わ
ば
拠
点
を
な
し
た
の
が
、
若
者
組
や
娘
仲
間
の
集
合
場
所
、
つ
ま
り
若
者
宿

（
旨
。
語
の
の
①
房
国
冨
邑
や
娘
宿
言
登
ｎ
房
．
冨
匡
の
）
で
あ
り
、
宿
泊
と
い
う
点
か
ら
言
い
直
せ
ば
「
寝
宿
」
命
の
三
國
守
画
匡
の
）
で
あ
っ
た
。
日
本
で

は
そ
れ
は
西
南
部
に
広
く
分
布
し
て
い
た
。
民
俗
学
的
に
み
る
と
、
日
本
の
寝
宿
に
は
、
有
賀
喜
左
衛
門
教
授
も
論
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

（
ワ
ー
）

三
類
型
と
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
日
本
の
成
人
（
女
）
式
の
習
俗
の
南
方
起
源
を
示
唆
さ
れ
た
。
私
も
ま
た
、
福
島
県
相
馬

あ
ら
ぱ
ち
わ

地
方
を
北
限
と
す
る
日
本
西
南
部
に
点
在
す
る
特
異
な
成
女
式
「
新
鉢
割
り
」
の
習
俗
が
、
イ
ン
ド
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
に
い
た
る
地
帯
の

（
３
）

破
素
ｅ
巴
○
国
言
巳
に
連
な
る
と
の
説
を
た
て
て
い
る
。

三
つ
の
型
が
見
出
さ
れ
た
。

口
男
女
が
同
宿
す
る
場
合
、

Ｈ
若
者
宿
と
娘
宿
が
併
存
す
る
場
合
、
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以
上
の
よ
う
に
、
未
婚
男
女
は
相
互
間
の
自
由
な
交
遊
を
つ
う
じ
て
日
常
的
に
求
愛
Ⅱ
求
婚
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
特
定
の
日
に
こ
の
求

い
ち

愛
Ⅱ
求
婚
の
機
会
を
彼
ら
に
集
団
的
に
与
え
る
も
の
が
、
歌
垣
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
特
定
の
日
に
男
女
が
、
山
上
や
海
の
磯
辺
や
、
市
な
ど

に
集
ま
り
、
飲
食
し
つ
つ
舞
い
踊
り
、
歌
を
掛
け
合
い
な
が
ら
求
愛
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
男
女
が

互
い
に
意
に
か
な
え
ば
交
わ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本
で
は
こ
の
歌
垣
が
『
萬
葉
集
』
や
『
風
土
記
』
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

古
代
に
遡
り
、
近
時
ま
で
西
南
部
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
習
俗
も
ま
た
中
国
南
部
や
イ
ン
ド
シ
ナ
方
面
の
同
種
の
習
俗
と
連

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
人
類
学
者
の
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
い

歌
垣
の
習
俗
で
は
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
群
を
な
し
て
集
ま
り
、
互
い
に
歌
を
掛
け
合
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
好
き
な
男
女
が
対
を
な
し
、
結
ば

れ
あ
う
の
で
あ
り
、
こ
の
基
本
的
な
性
格
に
お
い
て
南
方
の
習
俗
と
共
通
し
て
い
る
い
る
が
、
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
二
点
で
も
一

致
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
は
、
歌
垣
が
山
上
で
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
山
が
雄
峰
、
雌
峰
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
『
萬
葉
集
』
や
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
歌
垣
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
な
筑
波
山
が
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
か
、
逸
文
『
肥
前
国
風

巷
寺
令
』
０
，
）
管
一
寸
一

土
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
佐
賀
県
の
杵
島
山
も
『
比
古
神
』
と
『
比
売
神
』
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
性
的
双
分
制
的
構
成
は
、

（
６
）

岩
田
慶
治
教
授
に
よ
り
、
タ
イ
の
ク
メ
ー
ル
族
の
も
と
で
も
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
共
通
点
は
、
男
女
間
で
の
歌
の
掛
け
合
い
の
手
法
が
尻
取
り
式
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
女
は
互
い
に
相
手
の
歌
に
応

え
る
形
で
い
わ
ば
連
歌
式
に
歌
を
掛
け
合
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
相
手
の
歌
の
後
の
語
句
を
自
分
の
歌
の
前
の
部
分
に
用
い
る
と
い
う
手
法

は
、
日
本
の
民
間
に
伝
わ
る
歌
垣
の
民
俗
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
手
法
が
中
国
雲
南
省
西
部
の
タ
イ

（
７
）

族
の
「
田
歌
」
で
も
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
細
部
に
わ
た
る
共
通
性
は
、
こ
の
習
俗
が
す
ぐ
れ
て
南
方
的
な
文
化
に
属
す
る
こ

は
、
日
本
の
民
間
に
伝
わ
る
歌
垣
の
民
俗
』（【

族
の
「
田
歌
」
で
も
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
つ

と
を
一
層
明
瞭
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
唐
王
朝
か
ら
飛
鳥
Ⅱ
奈
良
朝
の
宮
廷
文
化
に
採
入
れ
ら
れ
た
踏
歌
は
、
宮
廷
で
は
中
世
に
跡
を
絶
ち
、
熱
田
神
宮
や
住
吉
大
社
な
ど

の
社
寺
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
に
留
ま
る
が
、
実
は
、
岐
阜
県
か
ら
静
岡
県
に
か
け
て
の
東
海
地
域
を
中
心
に
、
民
間
に
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
の

（
三
）
歌
垣
と
踏
歌
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（
四
）
一
時
的
妻
訪
婚
と
江
南
の
《
不
落
夫
家
婚
》

最
後
に
、
日
本
西
南
部
に
分
布
し
て
い
た
一
時
的
妻
訪
婚
１
１
す
な
わ
ち
婚
姻
成
立
当
初
の
一
時
期
、
夫
妻
が
別
居
し
、
そ
の
間
、
妻
訪
い

が
行
わ
れ
、
後
に
妻
が
夫
家
に
移
り
住
む
と
い
う
婚
姻
ｌ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
婚
姻
習
俗
は
、
大
林
太
良
教
授
が
論
ぜ
ら
れ

（
９
）

た
よ
う
に
、
中
国
江
南
地
方
と
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
に
お
け
る
《
不
落
夫
家
婚
》
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
江
南
の
少
数
民
族
の
間
で
も
、

婚
姻
成
立
後
、
夫
妻
は
直
ち
に
同
居
せ
ず
、
一
定
期
間
（
多
く
は
初
生
子
誕
生
ま
で
）
別
居
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
み
て
み
る
と
、

日
本
の
一
時
的
妻
訪
婚
と
中
国
の
不
落
夫
家
婚
と
の
間
に
は
次
の
二
つ
の
点
で
差
異
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
婚
姻
成
立
儀
礼
が
日
本
で
は
妻
家
で
あ
げ
ら
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
中
国
江
南
で
は
夫
家
で
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第

二
に
、
別
居
期
間
中
の
訪
問
が
日
本
で
は
夫
の
妻
訪
い
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
中
国
江
南
で
は
妻
の
夫
家
訪
問
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

ミ
ヤ
オ

た
と
え
ば
貴
州
省
東
南
部
の
苗
族
で
は
、
新
婦
は
結
婚
式
の
日
に
「
新
郎
の
家
で
水
を
汲
み
、
米
を
脱
穀
す
る
仕
事
の
所
作
」
を
す
る
が
、
そ

れ
は
「
新
婦
が
夫
の
家
の
一
員
と
な
る
儀
式
」
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
新
婦
は
生
家
に
戻
る
が
、
正
月
や
祭
日
、
農
繁
期
な
ど
に
、
夫
方
か
ら

の
要
請
に
よ
っ
て
、
新
婦
は
夫
家
を
訪
れ
「
数
日
間
だ
け
泊
る
」
。
そ
し
て
新
婦
が
妊
娠
し
た
り
、
も
し
く
は
三
、
五
年
位
た
っ
て
か
ら
、
新
婦

で
あ
る
。
岐
阜
県
境
い
の
富
山
県
東
砺
波
郡
平
村
上
梨
の
白
山
宮
に
お
け
る
「
マ
イ
マ
イ
踊
り
」
の
場
合
で
言
う
と
、
そ
の
拝
殿
の
中
で
男
女

が
前
後
に
手
を
つ
な
い
で
円
陣
を
な
し
、
男
女
が
連
歌
式
に
歌
を
掛
け
合
い
、
そ
の
歌
に
合
わ
せ
て
拝
殿
の
床
を
足
音
高
く
踏
み
な
ら
す
と
い

う
歌
舞
で
あ
る
。
男
女
が
手
を
つ
な
ぐ
こ
と
と
足
を
踏
み
な
ら
す
点
で
通
常
の
歌
垣
の
民
俗
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
歌
垣
と

何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
踏
歌
式
の
歌
垣
の
民
俗
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
日
本
の
一
部
の
農
山
村
に
伝
わ
っ
た
か
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
踏
歌
は
、
中
国
で
も
歌
垣
と
同
様
に
南
部
の
少
数
民
族
を
原
郷
と
し
、
そ
れ
が
唐
王
朝
の
宮
廷
文
化
に
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

（
８
）

れ
て
い
る
。
日
本
の
飛
鳥
Ⅱ
奈
良
朝
の
も
と
に
入
っ
た
の
は
こ
の
唐
王
朝
か
ら
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日
中
両
王
朝
文
化
を
媒
介

せ
ず
に
、
そ
の
原
郷
た
る
中
国
江
南
地
方
か
ら
、
歌
垣
と
相
並
ん
で
、
直
接
に
日
本
列
島
に
伝
播
し
て
き
て
一
部
の
地
域
に
そ
の
残
津
を
留
め

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
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ツ
ウ
オ
チ
ヤ

（
皿
）

は
夫
家
に
移
り
住
む
。
こ
れ
を
「
坐
家
」
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
の
婚
姻
成
立
儀
礼
が
夫
家
で
あ
げ
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
実
は
日
本
で
も
夫
家
で
婚
礼
を
あ
げ
る
例
が

少
な
く
な
く
、
大
間
知
篤
三
教
授
は
そ
れ
を
と
く
に
「
足
入
れ
婚
」
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
の
妻
の
夫
家
訪
問
と
い
う
点
に
つ
い

て
も
、
日
本
に
例
が
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
京
都
府
竹
野
郡
丹
後
町
で
は
簡
単
な
婚
姻
成
立
祝
た
る
イ
キ
ゾ
メ
が
夫
家
で
あ
げ
ら

（
Ⅱ
）

れ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
後
の
訪
問
も
妻
の
夫
家
訪
問
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
例
は
少
数
し
か
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、

（
皿
）

日
本
の
一
時
的
妻
訪
婚
の
各
種
の
形
態
が
元
来
、
中
国
江
南
の
地
か
ら
伝
来
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
実
際
、
私
は
一
時
的
妻
訪
婚
の
一
般

リ
ー

的
形
態
た
る
夫
の
妻
訪
い
が
中
国
海
南
島
の
黎
族
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
女
の
家
へ
の
通
い
婚
と
い
う
一
定
の
時
期

（
過
）

が
あ
っ
て
、
最
初
の
子
供
が
出
来
た
後
で
は
女
は
男
の
家
に
入
居
す
る
」
と
い
う
。

婚
姻
の
成
立
儀
礼
ｌ
と
り
わ
け
嫁
入
婚
に
お
け
る
嫁
の
夫
家
へ
の
入
家
儀
礼
ｌ
に
は
、
呪
術
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
く
、

そ
し
て
そ
の
多
く
が
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
《
火
》
の
入
家
儀
礼
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
嫁
が
夫
家
に
入
る

際
、
火
を
跨
が
さ
れ
た
り
松
明
の
下
を
潜
ら
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
『
晴
聿
昌
倭
国
伝
は
、
「
嫁
、
夫
家
に
入
る
に
必
ず
火
を
跨
ぎ
、
乃
ち

夫
と
相
見
ゆ
」
と
記
述
し
て
い
て
、
火
を
跨
ぐ
儀
礼
が
古
代
に
遡
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
火
を
跨
ぐ
儀
礼
は
、
朝
鮮
半
島
各
地
に
見
出
さ
れ
る
と
と
も
に
中
国
北
方
諸
民
族
に
も
分
布
し
て
い
た
。
尤
も
、
漢
民
族
や
南
方
の
少

（
ｕ
）

数
民
族
に
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
に
北
方
か
ら
伝
播
し
た
も
の
と
私
は
推
定
し
て
い
る
。
《
火
》
の
入
家
儀
礼
は
、
元
来
、
北
方
系
文

化
に
属
し
て
お
り
、
そ
し
て
日
本
の
儀
礼
習
俗
も
そ
の
北
方
系
文
化
に
連
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
満
族
の
も
と
で
は
、

単
に
火
を
跨
ぐ
形
式
だ
け
で
な
く
松
明
の
間
を
潜
る
形
式
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
二
形
式
の
併
存
は
日
本
各
地
で
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

三
日
本
の
家
族
慣
習
中
の
北
方
系
文
化
要
素

（
｜
）
呪
術
的
婚
姻
儀
礼
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（
三
姉
妹
型
一
夫
多
妻
制

姉
妹
型
一
夫
多
妻
制
（
の
○
『
○
国
言
。
辱
唱
二
）
と
は
一
人
の
男
性
が
姉
妹
た
る
複
数
の
女
性
を
要
る
婚
姻
形
態
を
い
う
。
こ
の
婚
姻
形
態
は
日

本
で
は
か
な
り
早
い
時
代
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
は
併
せ
て
一
八
件
の
事
例
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

日
本
古
代
支
配
階
層
に
み
ら
れ
た
こ
の
姉
妹
型
一
夫
多
妻
制
も
北
方
文
化
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
代
の
女
真
族
の
記
録
の
う
ち
に
、

（
肥
）

「
婚
姻
に
お
い
て
若
し
其
の
姉
を
要
ら
ぱ
、
則
ち
姉
以
下
皆
随
い
て
妾
と
為
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
、
明
未
清
初
に
、
満
蒙
両
族
の

（
旧
）

王
族
問
で
結
ば
れ
た
婚
姻
で
は
、
こ
の
姉
妹
型
一
夫
多
妻
制
の
形
態
を
と
る
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
い
な
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
高
麗
朝
の
大

（
別
）

祖
か
ら
第
一
七
代
仁
宗
ま
で
の
間
に
七
名
の
王
が
計
一
○
件
の
姉
妹
型
一
夫
多
妻
制
の
婚
姻
を
締
結
し
た
と
い
う
。

（
応
）

そ
れ
は
決
し
て
偶
然
の
一
致
と
は
み
な
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
繩
張
り
に
よ
る
嫁
入
道
中
妨
害
の
儀
礼
習
俗
を
み
て
み
よ
う
。
嫁
の
一
行
が
夫
家
に
向
か
う
途
中
、
繩
を
張
る
な
ど
し
て
道
を
遮
り

通
行
を
妨
害
し
、
祝
儀
を
せ
び
る
習
俗
で
、
能
登
半
島
を
中
心
と
し
て
北
は
山
形
県
か
ら
南
は
鳥
取
県
に
い
た
る
日
本
海
沿
岸
地
帯
に
主
に
分

布
し
て
い
た
。
こ
の
習
俗
は
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
遊
牧
民
に
広
く
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
西
シ
ベ
リ
ア
の
ネ
ネ
ッ
族
で
は
嫁
入
の
一
行
は
道
中
、
「
儀

（
妬
）

礼
的
襲
撃
」
を
う
け
、
ト
ナ
カ
イ
の
幼
獣
な
ど
を
襲
撃
者
に
贈
っ
て
引
取
っ
て
も
ら
う
と
い
う
。
中
国
北
方
諸
民
族
の
「
拉
繩
子
」
の
習
俗
も

同
様
で
あ
り
、
た
と
え
ば
巴
里
坤
の
カ
ザ
フ
族
で
は
、
「
牧
民
ら
は
繩
を
張
っ
て
（
嫁
の
一
行
の
）
道
を
遮
り
、
歌
で
張
り
あ
い
祝
儀
を
請
求
す

（
〃
）

る
。
花
嫁
の
一
行
が
歌
を
唱
い
終
え
、
祝
儀
を
贈
っ
て
初
め
て
解
放
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
山
形
県
か
ら
新
潟
県
に
か
け
て
行
わ
れ

て
い
る
繩
張
り
は
、
単
に
祝
儀
の
み
な
ら
ず
、
歌
を
唱
う
こ
と
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
新
婦
が
夫
家
に
入
る
際
に
水
を
飲
む
「
敷
居
の
盃
」
の
儀
礼
、
嫁
入
や
嫁
迎
え
の
際
に
新
郎
新
婦
と
同
様
の
装
束
を
し
て
彼
ら
に

み
め
ぐ

付
添
う
「
添
い
嫁
」
「
添
い
婿
」
の
習
俗
、
新
婦
が
生
家
出
立
も
し
く
は
夫
家
へ
の
入
家
の
際
に
家
の
周
り
な
ど
を
三
回
ま
わ
る
「
三
廻
り
」
儀

礼
、
新
婚
初
夜
な
い
し
三
夜
の
性
的
禁
忌
の
習
俗
等
々
に
お
い
て
、
中
国
北
方
諸
民
族
と
の
文
化
史
的
関
連
性
が
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
検
討
を
省
略
す
る
。
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（
三
）
收
継
婚

寡
婦
が
そ
の
亡
夫
の
最
近
親
の
男
性
に
改
嫁
す
る
婚
姻
の
諸
形
態
を
、
中
国
の
学
者
は
「
收
継
婚
」
と
総
称
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
最
も
一

般
的
な
も
の
は
、
兄
が
死
に
そ
の
弟
が
捜
を
妻
と
す
る
《
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
》
（
一
の
ぐ
冨
扇
ョ
胃
忌
鴇
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
日
本
で
は
古
代
の

オ
ロ
チ
ョ
ン

史
料
か
ら
未
だ
見
出
さ
れ
な
い
も
の
の
、
一
九
四
○
年
代
ま
で
各
地
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
は
、
蒙
古
族
や
都
倫
春

族
で
は
民
間
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
古
代
に
遡
り
、
『
後
漢
書
』
巻
八
五
・
東
夷
伝
は
夫
余
族
に
つ
い
て
「
兄
死
す
れ
ば
捜
を
妻
と
す
」

ち
な
み
に
、
以
上
の
日
朝
満
蒙
の
諸
民
族
で
は
こ
の
婚
姻
形
態
は
王
族
等
支
配
階
級
に
み
ら
れ
た
が
、
一
般
庶
民
階
層
の
も
と
で
も
そ
れ
が

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
新
彊
ウ
ィ
グ
ル
族
の
民
謡
「
馬
車
の
御
者
の
歌
」
に
こ
の
婚
姻
習
俗

（
別
）

が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

婚
姻
、
孝
元
天
皇
の
死
後
、

の
婚
姻
が
し
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
收
継
婚
」
片 は

と
こ
ろ
で
、
遼
代
の
女
真
族
で
は
こ
の
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
と
並
ん
で
、
父
亡
き
あ
と
子
が
後
母
を
要
っ
た
り
、
伯
叔
父
の
死
後
、
そ
の
寡
婦

を
甥
が
引
き
継
い
だ
り
す
る
習
俗
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
父
死
す
れ
ば
則
ち
其
の
母
癌
栂
を
）
を
妻
と
し
、
兄
死
す
れ
ば
則
ち
其
の
捜
を
妻
と

（
犯
）

し
、
叔
伯
死
す
れ
ば
則
ち
怪
〔
甥
〕
亦
か
く
の
如
し
」
と
の
記
録
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
《
後
母
を
要
る
婚
姻
》
は
、
古
代
の
北
方
遊
牧
民
の
間
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
旬
奴
に
つ
い
て
は
「
父
死
す
れ

ば
其
の
後
母
を
妻
と
し
、
兄
弟
死
す
れ
ば
皆
其
の
妻
を
取
り
て
之
を
妻
と
す
」
と
、
ま
た
烏
恒
に
つ
い
て
は
「
父
兄
死
す
れ
ば
後
母
を
妻
と
し

（
羽
）

捜
を
執
る
。
若
し
捜
を
執
る
者
無
く
ば
、
則
ち
己
が
子
以
て
之
に
親
し
む
」
と
、
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
《
後
母
を
要
る
婚
姻
》
は
、

た
ぎ
し
み
み
の

い
す
け
よ
り

日
本
古
代
の
天
皇
族
の
も
と
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
神
武
天
皇
の
死
後
、
そ
の
嫡
子
当
芸
志
美
美
命
と
庶
母
伊
須
気
余
理
比
売
と
の

い
か
が
し
こ
の

は
し
ひ
と
の
あ
な
ほ
ぺ
の

た
め

婚
姻
、
孝
元
天
皇
の
死
後
、
そ
の
嫡
子
の
開
化
天
皇
と
庶
母
伊
迦
賀
色
許
命
と
の
婚
姻
、
聖
徳
太
子
の
生
母
間
人
穴
太
部
王
と
庶
子
多
米
王
と

と
記
述
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
遼
坐

、

妻
が
夫
家
に
婚
入
す
る
夫
方
居
住
婚
（
嫁
入
婚
）
を
前
提
と
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
死
去
せ
る
男
子
と
そ
の
寡
婦
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こ
の
民
俗
が
人
類
学
上
、
注
目
に
価
す
る
の
は
、
第
一
に
、
そ
の
「
労
役
婚
」
的
性
格
に
関
し
て
で
あ
る
。
《
労
役
婚
》
言
四
三
眉
①
ど
の
の
三
の
①
）

と
は
、
夫
が
妻
を
得
る
に
際
し
て
一
定
期
間
、
妻
家
に
居
住
し
て
労
働
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
婚
姻
を
言
う
。
日
本
婚
姻
史
研
究
の
第

く
の
え

一
人
者
た
る
大
間
知
篤
三
教
授
は
、
一
九
三
五
年
に
岩
手
県
九
戸
郡
山
形
村
を
調
査
し
、
そ
の
村
の
一
般
の
家
に
お
い
て
、
「
娘
を
呉
れ
て
や
る

か
わ
り
に
、
婿
を
自
分
の
た
め
に
働
か
せ
る
の
だ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
間
知
教
授
は
、
そ
れ
が
「
日

（
別
）

本
に
お
い
て
労
働
婚
〔
労
役
婚
〕
と
呼
べ
ば
呼
び
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
控
え
目
な
形
で
労
役
婚
説
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
．

（
あ
）

リ
ャ
ー
ク
、
チ
ュ
ク
チ
、
ユ
カ
ギ
ー
ル
等
の
古
シ
ベ
リ
ア
語
族
に
お
い
て
労
役
婚
の
習
俗
が
報
告
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
、
古
代
の
北
方
諸
民

族
に
関
す
る
史
料
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
烏
恒
族
に
つ
い
て
「
妻
家
の
為
に
僕
役
す
る
こ
と
一
、
二
年
間
」
と
、
室
章
族
に
つ
い
て
「
三
年

の

役
力
す
：
：
：
役
日
己
に
満
れ
ば
：
：
：
夫
婦
は
同
じ
車
に
載
り
て
鼓
舞
し
て
共
に
帰
る
」
と
、
ま
た
金
代
女
真
族
に
つ
い
て
は
「
婦
氏
に
留
ま
り

（
妬
）

て
僕
隷
の
役
を
執
る
：
…
・
三
年
、
然
る
後
、
婦
と
と
も
に
帰
る
」
な
ど
と
、
労
役
婚
的
状
況
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
年
期
婿
の
民
俗
が
伝
承
さ

れ
て
き
た
日
本
の
東
北
地
方
北
部
が
こ
れ
ら
北
方
諸
民
族
に
囲
緤
さ
れ
た
地
帯
で
あ
る
こ
と
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
年
期
婿
を
北
方
系
の
労
役
婚

的
文
化
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

か
づ
の

鹿
角
地
方
な
ど
に
分
布
し
て
い
た
。

（
四
）
「
年
季
婿
」
の
民
俗
と
「
有
限
期
的
入
贄
」

《
年
季
婿
》
と
は
、
結
婚
当
初
、
婿
が
三
年
と
か
五
年
と
か
一
定
の
年
限
を
定
め
て
妻
家
に
住
込
み
で
働
き
、
そ
の
年
限
を
勤
め
あ
げ
て
は

じ
め
て
妻
を
自
家
に
引
取
る
こ
と
が
で
き
る
婚
姻
習
俗
を
い
う
。
「
三
年
婿
」
「
五
年
婿
」
な
ど
と
そ
の
年
限
を
表
わ
す
言
葉
で
よ
ば
れ
た
り
、

か
え

そ
の
年
限
の
後
に
自
家
に
帰
る
こ
と
を
表
わ
し
て
「
還
り
婿
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
青
森
県
の
大
部
分
と
、
岩
手
県
北
部
、
秋
田
県

を
收
継
す
る
男
子
と
が
、
つ
ま
り
兄
と
弟
が
、
父
と
子
が
、
伯
叔
父
と
甥
が
、
同
じ
共
同
体
ｌ
父
系
親
族
集
団
ｌ
を
構
成
し
て
い
る
こ
と

を
も
前
提
条
件
と
な
し
て
い
る
。
古
代
日
本
の
支
配
階
層
の
も
と
で
、
北
方
遊
牧
諸
民
族
と
同
様
の
父
系
的
親
族
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
が
、

こ
の
点
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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す
が
え
ま
す
み

し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
年
期
婿
に
は
、
妻
家
の
幼
男
子
を
後
見
す
る
役
割
も
見
出
さ
れ
る
。
菅
江
真
澄
が
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
紀
行

た
な
ぷ

（
”
）

文
で
下
北
の
田
名
部
（
青
森
県
む
つ
市
）
の
習
俗
を
こ
う
書
い
て
い
る
ｌ

「
そ
の
男
に
む
す
め
を
や
る
へ
け
れ
と
、
女
の
方
は
家
っ
く
へ
き
も
の
蚤
、
ま
た
心
を
さ
な
け
れ
は
、
さ
ん
年
む
こ
、
五
ね
ん
む
こ
と
て
、
み
と
せ
、

い
つ
と
せ
と
さ
た
め
て
其
家
に
行
て
、
あ
る
し
〔
Ⅱ
主
人
〕
と
な
る
か
、
を
と
な
ひ
た
る
を
ま
ち
て
、
契
し
と
し
も
過
れ
は
、
む
す
め
を
む
こ
の
か

た
に
つ
れ
行
な
ら
ひ
也
。
世
に
い
ふ
、
う
し
ろ
み
を
し
て
か
へ
る
也
・
」

う
し
ろ
み

す
な
わ
ち
妻
家
を
継
ぐ
べ
き
男
子
が
ま
だ
心
幼
い
と
き
は
、
三
年
な
り
五
年
な
り
、
そ
の
後
見
と
な
り
、
そ
の
後
に
嫁
を
連
れ
て
帰
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
婿
の
労
役
が
妻
を
得
る
た
め
の
代
償
と
い
う
性
格
は
見
出
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
幼
男
子
の
後
見
と
い
う
機
能
が
前
面
に
表
わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
私
が
一
九
八
三
年
に
青
森
県
中
津
軽
郡
平
内
町
で
聴
き
出
せ
た
年
季
婿
の
す
べ
て
の
事
例
（
一
○
件
）
に
、
こ
の
後
見
的
性
格
が

窺
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
見
の
の
ち
に
婿
が
妻
を
連
れ
て
自
家
へ
帰
っ
た
の
は
そ
の
う
ち
僅
か
一
例
で
、
他
の
九
件
は
そ
の
ま
ま
妻
家
側

に
居
着
き
、
そ
の
う
ち
七
件
が
妻
家
の
別
家
と
な
り
、
他
の
二
件
で
は
婿
が
妻
家
を
承
継
し
、
長
男
が
別
家
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
初
生

子
相
続
」
（
姉
家
督
）
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
幼
男
子
後
見
と
い
う
第
二
の
特
徴
を
こ
こ
で
強
調
す
る
の
は
、
中
国
北
方
諸
民
族
に
お
け
る
一
時
的
な
入
り
婿
Ｉ
「
有
限
期
的
入
贄
」

エ
ヴ
エ
．
／
キ
（
躯
）
ダ
グ
ー
ル
（
羽
）

ｌ
が
、
ま
さ
に
こ
の
後
見
的
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
都
温
克
族
で
も
達
斡
爾
族
で
も
、
妻
家
の
父
母
が
既
に
老
齢
に
達
し
て
、
十
分

に
は
働
け
ず
、
さ
り
と
て
息
子
が
ま
だ
幼
少
で
あ
る
と
き
は
、
一
定
期
間
、
婿
を
妻
家
に
住
ま
わ
せ
、
息
子
が
長
じ
た
後
に
自
家
へ
帰
ら
せ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
烏
丙
安
教
授
に
よ
れ
ば
、
期
限
が
み
ち
、
息
子
が
長
じ
た
後
も
、
自
家
に
戻
ら
ず
、
婿
が
妻
家
の
近

辺
に
世
帯
を
構
え
て
永
住
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
さ
し
く
年
期
婿
と
同
じ
状
況
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
今
日
、
東
北
ア
ジ
ア
の
妻
方
Ⅱ
夫
方
居
住
婚
の
性
格
を
総
合
的
に
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
べ
き
か
、
明
ら
か
に
な
し
得
な
い
。
た

だ
、
そ
れ
を
《
労
役
婚
》
と
断
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
婿
の
一
時
的
な
妻
方
居
住
が
妻
家
に
お
け
る
労
働
力
確
保
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
そ
し
て
日
本
の
《
年
期
婿
》
が
こ
の
東
北
ア
ジ
ア
の
か
か
る
婚
姻
習
俗
に
属
す
る
と
言
っ
て
も
差
支
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
い

な
、
東
北
地
方
に
広
く
見
ら
れ
る
初
生
子
相
続
も
こ
の
婚
姻
習
俗
と
の
関
連
に
お
い
て
解
釈
し
直
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
《
ハ
ラ
》
は
《
姓
》
と
漢
訳
さ
れ
た
よ
う
に
、
血
縁
集
団
が
冠
称
す
る
族
名
で
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
《
ハ
ラ
》
の
族
名
が
血
縁

的
に
無
関
係
な
集
団
や
個
人
が
冒
す
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
つ
の
《
ハ
ラ
》
が
別
の
勢
力
あ
る
《
ハ
ラ
》
に
投
じ
て
、
本
の

ホ
イ
フ
ア

ア
ン
グ
リ
シ
ン
グ

族
名
を
す
て
、
そ
の
投
じ
た
《
ハ
ラ
》
の
族
名
に
改
め
る
場
合
が
あ
っ
た
。
『
満
洲
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
揮
発
の
国
の
姓
祖
た
る
昂
古
里
と
星
古

リ

フ
ー
ル
ン
ナ
ラ

禮
は
、
そ
の
原
住
の
地
の
黒
河
よ
り
「
神
祇
を
持
ち
来
た
り
て
」
移
住
し
、
呼
倫
の
納
卿
ハ
ラ
に
投
ず
べ
く
、
「
天
に
七
匹
の
牛
犠
牲
と
し
納
刷

ハ
ー
フ

イ
ク
デ
リ

ナ
ラ
ハ
ラ

姓
と
な
り
い
」
。
つ
ま
り
揮
発
の
国
の
始
祖
の
二
人
は
本
姓
の
益
克
得
哩
を
改
め
て
納
刷
姓
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
類
学
上
、
複
数

（
証
）
ほ
ふ

の
血
族
団
体
が
一
つ
の
血
族
団
体
に
統
合
す
る
「
血
族
的
義
兄
弟
結
盟
」
（
⑦
①
の
ｏ
三
①
呂
扁
『
ぐ
の
『
茸
巨
の
日
長
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
牛
を
宰
り
天
を

祭
る
儀
礼
を
あ
げ
る
の
も
、
擬
制
的
な
親
族
関
係
の
成
立
を
示
唆
し
て
い
る
。
人
口
上
の
数
的
均
衡
を
は
か
る
た
め
の
前
述
の
《
ハ
ラ
》
の
併

合
も
、
こ
の
血
族
的
義
兄
弟
結
盟
の
一
つ
の
具
体
的
応
用
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
《
ハ
ラ
》
父
系
血
縁
集
団
の
非
血
縁
的
要
素

族
縁
を
表
わ
す
日
本
の
古
語
「
は
ら
」
「
か
ら
」
「
う
か
ら
」
「
と
も
か
ら
」
な
ど
が
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
族
の
父
系
血
縁
集
団
た
る
《
ハ
ラ
》
か
ら

出
た
語
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
人
類
学
や
言
語
学
の
領
域
で
ほ
と
ん
ど
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
族
の
《
ハ

ラ
》
血
縁
集
団
の
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
日
本
古
代
の
父
系
血
縁
集
団
の
在
り
方
を
知
る
よ
す
が
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、

（
釦
）

私
も
四
年
前
に
《
ハ
ラ
》
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
金
代
初
頭
の
同
姓
不
婚
制
の
法
令
か
ら
み
れ
ば
、
当
時
の
《
ハ
ラ
》
の
外

婚
制
が
か
な
り
衰
退
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
し
か
も
、
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
命
．
三
．
の
三
『
○
百
遅
日
ぐ
）
の
分
析
に
よ
る
と
、
《
ハ
ラ
》
外
婚

制
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
、
一
方
で
人
口
の
多
い
《
ハ
ラ
》
を
分
割
し
、
他
方
で
小
規
模
な
《
ハ
ラ
》
を
他
の
《
ハ
ラ
》
に
併
合
さ
せ
る

と
い
う
数
的
均
衡
措
置
が
と
ら
れ
、
《
ハ
ラ
》
外
婚
制
が
単
に
外
観
的
に
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
を
考
察
し
た
。
そ
も
そ
も
金
朝
が
同
姓
不
婚

制
を
漢
族
か
ら
継
受
し
、
《
ハ
ラ
》
を
同
姓
の
集
団
と
認
め
、
そ
し
て
そ
れ
故
、
《
ハ
ラ
》
を
外
婚
単
位
と
し
た
と
し
て
も
、
本
来
、
《
ハ
ラ
》
血

縁
集
団
が
、
（
氏
族
に
通
常
備
わ
る
よ
う
な
）
外
婚
的
規
範
を
具
備
し
て
い
た
か
い
な
か
ｌ
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
旧
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
別
の
視
角
か
ら
改
め
て
《
ハ
ラ
》
の
性
格
を
検
討
し
て
お
き
た

い
○
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イ
０
エ
ー
ヘ
イ

ト
ウ
メ
ト

ナ
弓
ハ
ラ

ま
た
葉
赫
の
国
の
始
祖
は
蒙
古
国
の
人
で
、
そ
の
ハ
ラ
は
土
黙
特
で
あ
っ
た
が
、
「
呼
倫
の
納
刷
姓
の
部
を
滅
し
て
、
其
の
虚
を
承
け
て
納
刷

姓
と
な
り
い
」
と
あ
る
。
滅
さ
れ
た
と
は
い
え
、
納
刷
ハ
ラ
が
そ
の
地
方
の
名
門
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
姓
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

由
来
に
関
し
て
は
専
門
家
の
教
示
に
あ
ず
か
り
た
い
。

ヤ
ル
グ
ー

フ
ー
ラ
フ
ー

ヌ
ル
ハ
チ

ま
た
雅
爾
古
の
塞
の
大
人
た
る
眉
拉
瑚
は
、
兄
弟
一
門
を
殺
し
部
下
を
率
い
て
太
祖
弩
爾
吟
齊
の
も
と
に
帰
順
し
て
き
た
の
で
、
太
祖
は
そ

フ
ー
ル
ガ
ゞ
〆

ギ
ョ
ロ
ハ
ラ

（
犯
）

の
子
の
雇
爾
漢
を
己
が
覚
羅
姓
に
入
れ
、
子
と
し
て
養
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
比
較
法
制
史
上
の
「
血
族
収
容
」
（
⑦
①
の
ｏ
臣
の
呂
匡
の
言
）
で
あ

（
羽
）り

、
ま
た
単
に
異
姓
の
養
子
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

さ
て
、
《
ハ
ラ
》
が
父
系
血
縁
集
団
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
か
な
り
融
通
性
を
も
っ
て
非
血
縁
的
な
分
子
を
収
容
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
日
本
の
父
系
血
縁
集
団
た
る
同
族
も
い
わ
ゆ
る
非
血
縁
的
分
家
を
包
攝
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
《
ハ
ラ
》
血
縁
集
団
と
の
比

較
研
究
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
《
ハ
ラ
》
血
縁
集
団
を
人
類
学
上
の
氏
族
（
の
言
一
．
の
ぎ
）
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
右
の
旧
稿
で
も
問

グ
ル
ン

題
視
し
た
が
、
《
ハ
ラ
》
が
互
い
に
抗
争
し
、
ま
た
独
自
に
「
国
」
を
も
形
づ
く
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
部
族
（
三
房
）
と

み
な
す
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
今
西
春
秋
教
授
が
、
「
富
菌
の
集
団
の
大
き
さ
が
時
に
一
つ
の
国
（
習
昌
目
）
を
さ
え
成
し
得
た
こ
と
は
、
例
え

ば
巨
匿
空
『
Ｅ
〕
（
烏
拉
国
）
が
目
国
（
納
刷
）
姓
で
あ
っ
た
如
き
、
或
い
は
ま
た
罵
言
空
目
己
（
葉
赫
国
）
が
も
と
盲
目
里
（
土
黙
特
）
言
盲

（
別
）

な
り
し
が
如
き
、
極
め
て
容
易
に
推
測
し
得
る
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
《
ハ
ラ
》
血
縁
集
団
が
と
き
に
部
族
国
家
と
し
て

現
れ
る
こ
と
を
指
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

日
本
の
伝
統
的
な
家
族
慣
習
の
う
ち
に
は
、
以
上
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
南
方
系
と
北
方
系
の
各
文
化
要
素
が
包
攝
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

紙
面
の
制
約
上
、
そ
の
ご
く
輪
郭
的
な
部
分
を
概
述
し
た
に
と
ど
ま
る
。
他
に
、
義
兄
弟
分
習
俗
、
分
家
創
出
行
為
と
し
て
の
「
カ
マ
ド
分
ヶ
」

儀
礼
、
葬
制
等
、
少
な
か
ら
ぬ
慣
習
に
お
い
て
、
隣
接
諸
民
族
と
の
間
に
共
通
性
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
日
本
列
島
に
お
い
て
南

四
結
語
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方
系
の
文
化
複
合
が
見
出
さ
れ
る
地
帯
は
「
環
東
シ
ナ
海
文
化
圏
」
と
呼
び
う
る
し
、
北
方
系
の
文
化
複
合
が
見
出
さ
れ
る
地
域
は
「
環
日
本

海
文
化
圏
」
と
称
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
両
文
化
の
総
合
的
考
察
に
よ
っ
て
、
日
本
基
層
文
化
の
特
質
が
さ
ら
に
明
ら
か
に

な
る
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
３
）
江
守
五
夫
「
家
族
の
歴
史
民
族
学
１
１
束
ア
ジ
ア
と
日
本
１
１
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九
○
年
、
一
○
頁
。

（
４
）
有
賀
喜
左
衛
門
『
日
本
婚
姻
史
論
』
、
日
光
書
院
、
一
九
四
八
年
、
三
○
頁
。

（
５
）
富
『
の
『
‐
西
煙
言
９
９
具
の
、
く
。
弓
ｂ
農
号
皇
路
鴎
ミ
ミ
ミ
畠
ミ
ミ
曼
言
言
冨
望
苫
尽
戴
葛
ミ
ミ
々
乏
冨
局
『
国
異
国
鴇
》
両
．
冒
乞
室

（
６
）
岩
田
慶
治
『
日
本
文
化
の
ふ
る
さ
と
』
、
角
川
新
書
、
一
九
六
六
年
、
二
二
○
頁
以
下
。

（
７
）
婁
子
匡
『
婚
俗
志
』
、
台
湾
、
一
九
六
八
年
、
一
九
五
頁
。

（
８
）
星
野
紘
「
中
国
貴
州
省
苗
族
個
族
地
区
紀
行
」
、
『
民
俗
芸
能
』
六
五
号
、
一
九
八
四
年
。

（
９
）
大
林
太
良
「
古
代
の
婚
姻
」
、
「
古
代
の
日
本
』
第
二
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
、
二
○
六
～
七
頁
。

（
皿
）
厳
汝
燗
編
、
江
守
五
夫
監
訳
『
婚
姻
か
ら
み
た
中
国
少
数
民
族
』
（
上
）
、
六
興
出
版
、
三
五
六
頁
以
下
。

（
Ⅱ
）
『
大
間
知
篤
三
著
作
集
』
第
二
巻
、
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
四
四
○
～
一
頁
。

（
皿
）
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
足
入
れ
婚
も
、
一
時
的
妻
訪
婚
の
単
な
る
亜
種
で
は
な
く
な
る
。
大
間
知
教
授
は
、
足
入
れ
婚
が
夫
家
で
の
婚
姻
成

立
儀
礼
と
い
う
点
で
嫁
入
婚
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
聟
入
婚
〔
一
時
的
妻
訪
婚
〕
が
嫁
入
婚
に
推
移
す
る
過
程
に
生
じ
た
一
つ
の
折
衷

形
式
」
と
し
て
足
入
れ
婚
を
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
見
方
は
再
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
哩
星
野
紘
「
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
」
、
『
み
ん
よ
う
春
秋
』
第
二
○
号
、
一
九
八
一
年
。

（
Ｍ
）
古
い
文
献
に
は
、
漢
族
の
も
と
で
の
こ
の
種
の
儀
礼
は
何
ら
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

孟
）
こ
の
点
で
日
満
両
民
族
の
間
の
共
通
性
は
驚
嘆
に
価
す
る
。
孫
文
良
主
編
「
満
族
大
辞
典
」
、
遼
寧
大
学
出
版
社
、
一
九
九
○
年
、
二
○
四
頁
。

（
１
）
江
守
五
夫
「
成
人
式
の
原
義
ｌ
社
会
人
類
学
の
立
場
か
ら
ｌ
」
、
蒲
生
正
男
ほ
か
編
『
文
化
人
類
学
」
、
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
。

（
２
）
大
林
太
良
「
中
国
少
数
民
族
の
成
年
式
」
、
黒
木
三
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
ア
ジ
ア
社
会
の
民
族
慣
習
と
近
代
化
政
策
』
、
敬
文
堂
、
一
九

九
二
年
。
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（
帥
）
韓
国
・
東
国
大
学
校
に
お
け
る
研
究
討
論
会
の
江
守
報
告
に
た
い
す
る
崔
弘
基
教
授
の
コ
メ
ン
ト
（
未
公
表
）
・

（
別
）
江
守
「
家
族
の
歴
史
民
族
学
』
（
前
掲
）
一
四
八
～
九
頁
。

（
〃
）
『
大
金
国
志
」
婚
姻
。
孫
他
、
前
掲
二
九
二
頁
。

（
路
）
甸
奴
に
関
し
て
は
「
史
記
』
巻
二
○
・
旬
奴
列
伝
、
烏
恒
に
関
し
て
は
「
三
国
志
』
巻
三
○
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
。

（
別
）
『
大
間
知
篤
三
著
作
集
」
第
二
巻
（
前
掲
）
、
二
五
八
～
九
頁
。

（
開
）
国
皇
註
二
言
罰
洗
ご
馬
ミ
ミ
言
易
｝
ぐ
三
目
も
』
宅
の
厨
２
．

（
邪
）
烏
恒
に
関
し
て
は
『
後
漢
書
』
巻
九
○
・
烏
恒
鮮
卑
列
伝
、
室
章
族
に
関
し
て
は
『
旧
唐
聿
星
巻
一
九
九
・
列
伝
、
女
真
族
に
関
し
て
は
『
松

漠
紀
聞
』
（
孫
他
、
前
掲
一
二
一
頁
）
・

（
〃
）
菅
江
真
澄
「
牧
か
れ
」
、
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
第
三
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
、
五
八
頁
。

（
恥
）
烏
丙
安
『
中
国
民
俗
学
」
、
中
国
・
遼
寧
大
学
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
二
二
頁
。

（
別
）
内
蒙
古
自
治
区
編
輯
組
『
達
斡
爾
族
社
会
歴
史
調
査
』
、
中
国
・
内
蒙
古
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
二
二
七
頁
。

（
別
）
江
守
五
夫
「
ツ
ン
グ
ー
ス
の
《
ハ
ラ
》
親
族
集
団
と
外
婚
制
」
、
『
日
中
文
化
研
究
』
２
、
勉
誠
社
、
一
九
九
一
年
。
の
ち
に
、
江
守
他
、
前
掲

（
妬
）
佐
々
木
史
郎
「
ネ
ネ
ッ
の
婚
礼
」
、
『
な
ろ
う
ど
」
七
号
、
一
九
八
三
年
、
二
三
頁
。

（
Ⅳ
）
新
彊
維
吾
爾
自
治
区
叢
刊
編
輯
組
「
巴
里
坤
晧
薩
克
族
風
俗
習
慣
』
、
新
彊
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
五
一
頁
。

（
肥
）
『
遼
東
志
」
巻
九
。
孫
進
己
他
「
女
真
史
」
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
二
九
二
頁
。

（
岨
）
烏
丙
安
「
中
国
東
北
諸
民
族
の
家
族
慣
習
に
み
る
氏
族
的
特
徴
補
論
三
題
」
、
江
守
五
夫
他
『
日
本
の
家
族
と
北
方
文
化
』
、
第
一
書
房
、
一
九

（
詔
）
冨
登
の
厨
》

創
文
社
、

（
別
）
も
○
輿
》
Ｐ
．
函
洗
⑦
菖
ミ
ミ
身
の
鳥
》
、
ミ
ミ
』
ミ
尭
房
ｓ
§
、
ミ
ｇ
ミ
烏
》
扇
．
団
具

（
塊
）
今
西
春
秋
訳
「
満
洲
実
録
」
、
刀
水
書
房
、
一
九
九
二
年
、
三
六
、
四
○
、

（
詔
）
冨
登
の
厨
》
国
洗
ｃ
昌
言
言
記
Ｒ
言
崎
夙
忌
ミ
言
》
詳
の
エ
ニ
．
》
三
言
ｇ
ｇ
ロ

國
洗
ら
⑲

九
三
年
、
九
二
～
九
四
頁
。

に
再
録
。

二
四
頁
。

戸
○
匡
囚
舌
匡
『
ぬ
Ｆ
Ｆ
①
冒
凰
頤
畠
や
吟
切
＠
Ｆ

二
○
～
二
頁
。

、
閏
言
ゞ
ら
詔
》
い
届
．
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
、
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付
記本

稿
は
、
東
京
家
政
大
学
の
一
九
九
三
～
五
年
度
の
特
別
研
究
費
に
よ
る
研
究
「
日
本
基
層
文
化
の
人
類
学
的
研
究
１
１
家
族
慣
習
を
中
心
と
し

本
稿
は
、
東
京
家
政
大
学
の
蚕

て
ｌ
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
弘
）
今
西
、
前
掲
七
三
二
頁
。

（
東
京
家
政
大
学
・
文
化
人
類
学
）
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