
特集 古代文学における地域性

ｌ
特
集
・
古
代
文
学
に
お
け
る
地
域
性
ｌ
音
と
文
字
か
ら
考
え
る
Ｉ

邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
が
、
魏
王
朝
か
ら
「
親
魏
倭
王
」
と
し
て
冊

封
の
対
象
と
さ
れ
東
ア
ジ
ア
の
古
代
史
上
に
出
現
し
た
の
は
、
国
家
と
は

他
の
国
家
に
対
し
て
の
国
家
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
画
期
的
な
出
来
事

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
家
が
共
同
体
の
幻
想
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
を
含
意
す
る
。
こ
の
出
会
い
は
倭
国
が
中
華
帝
国
に
よ
っ
て
海
を
隔
て

た
一
蛮
国
と
し
て
認
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
無
論
な
く
、
互
い
の
国

の
政
治
的
・
経
済
的
理
由
に
基
づ
く
交
通
の
所
産
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

倭
国
（
古
代
日
本
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
と
っ
て
女
王
卑
弥
呼
が

他
者
の
他
者
性
、
あ
る
い
は
対
他
性
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ

う
に
王
朝
の
正
統
性
に
か
か
わ
る
重
大
な
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が

東
ア
ジ
ア
の
亜
周
辺
と
い
う
地
政
学
的
な
位
置
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
古
代
文
学
に
お
け
る
地
域
性
」
と
い
う
課
題
に

と
っ
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

古
事
記
と
日
本
書
紀
と
い
う
二
つ
の
歴
史
書
が
な
ぜ
同
時
期
に
成
立
し

た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
く
り
か
え
し
問
わ
れ
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
が
、

と
り
あ
え
ず
の
私
の
回
答
は
そ
れ
が
相
互
補
完
の
書
で
あ
る
か
ら
だ
と
い

神
功
皇
后
と
卑
弥
呼

ｌ
音
と
繋
が
る
帝
国
／
小
帝
国
Ｉ

（１）

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
書
紀
は
、
漢
文
体
に
よ
る
自
国
史
と
し
て
主
に

律
令
官
僚
の
手
に
よ
っ
て
「
邦
家
の
経
緯
」
す
な
わ
ち
「
国
家
権
力
の
源

や
ま
と

泉
」
を
記
し
た
書
物
で
あ
り
、
古
事
記
は
倭
文
体
の
自
国
史
と
し
て
「
王

化
の
鴻
基
」
す
な
わ
ち
王
家
の
権
威
を
記
し
た
書
物
で
あ
っ
た
。
古
事
記

を
正
史
・
日
本
書
紀
を
支
え
る
ス
ペ
ア
（
補
完
装
置
）
と
み
な
せ
ば
、
続

日
本
紀
に
古
事
記
が
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か

し
、
別
の
側
面
か
ら
い
う
と
王
家
の
書
で
あ
る
古
事
記
が
漢
文
体
で
は
な

く
倭
文
体
を
採
用
し
た
の
は
、
王
権
が
官
僚
の
支
配
（
漢
字
・
漢
文
の
独
占
）

に
あ
ら
か
じ
め
製
肘
を
加
え
て
お
く
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
。
仮
に

古
代
の
日
本
が
漢
文
体
の
史
書
（
紀
・
続
紀
）
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
す

コ
リ
ア

れ
ば
、
恐
ら
く
古
代
朝
鮮
（
統
一
新
羅
・
高
麗
王
朝
）
と
同
様
の
官
僚
支

配
の
国
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
日
本
が
中
華

帝
国
や
そ
の
「
周
辺
」
に
位
置
す
る
コ
リ
ア
と
は
位
相
を
異
に
す
る
「
亜

周
辺
」
国
家
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
中
国
語
で
あ
る
漢
字
を
受
容
し
な
が

ら
日
本
書
紀
と
並
ん
で
古
事
記
の
よ
う
な
奇
怪
な
文
体
（
倭
文
体
）
の
史

書
を
持
つ
の
も
こ
の
点
に
か
か
わ
る
。
相
互
補
完
的
と
い
う
の
は
こ
の
よ

う
な
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
国
家
（
権
力
）
と
王
権
（
権
威
）
が
一
体
と

呉

哲

男

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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神功皇后と卑弥呼

な
っ
た
歴
史
叙
述
を
体
現
す
る
こ
と
が
記
・
紀
編
纂
者
の
当
初
の
目
論
見

で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、
歴
史
の
は
じ
ま
り
を
ど
の
よ
う

に
語
る
か
は
記
・
紀
、
と
り
わ
け
日
本
書
紀
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
る
律

令
官
人
（
渡
来
系
の
知
識
人
を
含
む
）
に
と
っ
て
は
大
き
な
葛
藤
が
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
話
の
神
々
（
神
統
譜
）
と
皇
統
譜
を
血

縁
で
つ
な
ぎ
、
天
上
の
神
（
天
つ
神
）
の
首
座
に
女
神
（
皇
祖
天
照
大
神
）

を
据
え
る
な
ど
と
い
っ
た
発
想
は
、
中
華
帝
国
の
史
書
を
は
じ
め
東
ア
ジ

ア
の
ど
こ
の
国
の
歴
史
に
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
古
事
記
は
国
内

の
共
同
体
の
幻
想
を
最
大
限
に
喚
起
す
る
う
え
で
、
皇
祖
天
照
大
御
神
の

命
に
よ
る
天
孫
降
臨
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
地
上
の
大
王
へ
継
承
さ
れ
る
と

い
う
神
代
史
の
構
え
は
む
し
ろ
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

律
令
官
人
た
ち
の
目
に
は
そ
れ
は
共
同
体
内
部
の
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い

と
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
ど
こ
か
に
歴
史
の
は
じ
ま
り
に
関
し

て
も
他
者
の
承
認
、
す
な
わ
ち
他
者
の
他
者
性
、
あ
る
い
は
対
他
性
（
自

他
認
識
）
を
確
保
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
三
国
志
・
魏
書
・
東
夷
伝
・
倭
人
条
』
（
魏

志
倭
人
伝
）
の
存
在
は
、
彼
ら
に
大
い
な
る
勇
気
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

とりわけ、
倭
国
乱
れ
て
、
相
攻
伐
す
る
こ
と
年
を
歴
た
り
。
乃
ち
共
に
一
女
子

を
立
て
て
王
と
為
す
。
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
日
ふ
。
鬼
道
に
事
へ
、

能
く
衆
を
惑
は
す
。
年
、
已
に
長
大
な
れ
ど
も
、
夫
増
無
し
。
男
弟

有
り
て
国
を
佐
け
治
む
。
王
と
為
り
て
自
り
以
来
、
見
ゆ
る
こ
と
有

る
者
少
な
し
。
脾
千
人
を
以
て
自
ら
侍
ら
し
む
。
唯
だ
男
子
一
人
の

み
有
り
て
飲
食
を
給
し
、
辞
を
伝
え
て
出
入
す
。
居
処
・
宮
室
・
楼

観
・
城
柵
、
厳
か
に
設
け
、
常
に
人
有
り
て
兵
を
持
ち
て
守
衛
す
。

（
倭
国
大
乱
し
、
こ
も
ご
も
相
攻
伐
し
、
年
を
歴
る
も
主
無
し
。
一

女
子
あ
り
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
日
ひ
、
年
長
じ
て
嫁
が
ず
、
鬼
神
の

道
に
事
へ
、
能
く
妖
を
以
て
衆
を
惑
は
し
、
是
に
於
い
て
共
に
立
て

て
王
と
な
す
。
『
後
漢
書
』
「
東
夷
列
伝
」
）

と
い
う
く
だ
り
は
重
要
な
情
報
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。
ま
ず
、
そ
の

情
報
発
信
元
が
東
ア
ジ
ア
の
中
心
を
占
め
る
中
華
帝
国
の
歴
史
書
と
い
う

権
威
で
あ
っ
た
こ
と
。
し
か
も
そ
こ
に
は
東
ア
ジ
ア
の
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク

な
存
在
で
あ
る
女
王
（
卑
弥
呼
）
の
手
で
戦
争
状
態
に
終
止
符
が
打
た
れ

秩
序
が
回
復
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
。
そ
の
政
治
体
制
が
「
鬼
道
」
（
鬼
神

の
道
）
に
仕
え
る
ヒ
メ
・
ピ
コ
制
の
神
託
政
治
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、

女
王
の
名
が
単
な
る
地
域
の
音
声
で
は
な
く
、
漢
文
と
い
う
権
威
に
伴
わ

れ
て
「
ヒ
ミ
コ
」
と
表
音
表
記
さ
れ
て
ダ
イ
レ
ク
ト
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。

一
般
に
、
地
域
の
音
声
言
語
は
そ
の
地
域
内
に
の
み
流
通
し
、
地
域
の

外
に
流
出
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
地
域
外
で
受
容
し
よ
う
と
す
れ
ば

翻
訳
と
い
う
二
次
的
回
路
、
古
代
の
「
日
本
」
に
即
し
て
い
え
ば
漢
文
の

訓
読
と
い
う
回
路
を
通
す
し
か
な
い
。
し
か
し
、
人
名
な
ど
固
有
名
は
翻

訳
不
能
ゆ
え
に
表
音
表
記
さ
れ
て
ダ
イ
レ
ク
ト
に
届
け
ら
れ
る
。
『
宋
書
』

倭
国
伝
に
た
と
え
ば
「
倭
王
武
」
と
あ
る
の
は
ワ
カ
タ
ケ
ル
の
「
タ
ケ
ル
」

に
「
武
」
字
を
あ
て
た
も
の
で
恐
ら
く
倭
国
側
か
ら
の
情
報
に
基
づ
く
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
「
ヒ
ミ
コ
」
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

古
代
歌
謡
や
万
葉
集
の
和
歌
表
記
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
表
音
文
字
（
倭

訓
も
含
め
）
は
、
心
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
届
く
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
た
と

い
う
意
味
で
「
仮
構
さ
れ
た
直
接
性
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
音
声
」

と
い
う
直
接
性
を
い
か
に
仮
構
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
書
記
言
語
と
し
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て
の
古
代
文
学
を
成
り
立
た
せ
る
必
須
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
外
来
の
書
物
か
ら
届
け
ら
れ
る
自
国
の
固
有
名
表
記
は
そ
れ
自
体
に

価
値
が
あ
っ
た
（
全
体
的
に
帝
国
史
官
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
表
現
は
割
り
引

いて考えてよい）。

ま
た
、
「
倭
国
乱
、
相
攻
伐
歴
年
。
乃
共
立
一
女
子
為
王
」
（
「
倭
国
大
乱
、

更
相
攻
伐
、
歴
年
無
主
、
．
：
…
於
是
共
立
為
王
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
長

年
の
戦
争
状
態
が
諸
豪
族
の
共
立
し
た
女
王
に
よ
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ

た
と
い
う
の
も
貴
重
な
情
報
で
あ
っ
た
。
諸
豪
族
に
よ
る
単
な
る
武
力
征

服
の
く
り
返
し
だ
け
で
は
平
和
は
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
が
刻
印
さ
れ
て
い

鮒たからである。考古学的にも卑弥呼の時代（一二世紀中頃）以前

鋤は環濠集落の時代と呼ばれ、列島全体が戦争状態にあったこと

鮒を裏づけている。ところが、女王共立以後は列島から一気に環

（２）

靴濠集落が姿を消しているのである。この女王卑弥呼の共立にょ

徹る秩序の回復は、「事鬼道、能惑衆」という評価と密接に関連

古
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
定
住
革
命
」
以
後
、
人
び
と
に
は

牌死者の霊とどう共存するかということが深刻な課題として浮上

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
、
定
住
革
命
と
い
う
と
人
類
が
そ
れ
ま

で
の
狩
猟
・
採
集
を
中
心
と
し
た
遊
動
生
活
を
や
め
て
定
住
を
は
じ
め
た

こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
う

で
は
な
く
、
定
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
発
生
す
る
問
題
に
ど
う
立

ち
向
か
う
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
革
命
の
名
に
値
す
る
の
だ
。
た
と
え

ば
、
定
住
に
よ
っ
て
富
の
蓄
積
が
可
能
と
な
り
そ
こ
に
格
差
（
階
級
Ⅱ
国

家
）
が
生
ま
れ
る
が
、
こ
れ
に
抵
抗
す
る
（
原
遊
動
性
を
回
復
す
る
）
の

ケ
／
一
フ
ン

（３）

が
氏
族
共
同
体
の
成
立
で
あ
り
、
贈
与
交
換
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

古
墳
時
代
に
は
死
者
の
霊
、
と
り
わ
け
首
長
霊
を
ど
う
祭
る
か
は
深
刻

な
課
題
で
あ
っ
た
。
狩
猟
・
採
集
の
時
代
で
あ
れ
ば
単
に
生
者
が
移
動
す

れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
が
、
定
住
に
よ
っ
て
死
者
の
霊
と
共
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
死
者
の
霊
に
対
す
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
な
転
換
が
必
要
と

（４）

な
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
に
深
く
関
与
し
た
の
が
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
卑

弥
呼
で
あ
っ
た
。
「
鬼
道
」
（
鬼
神
の
道
）
の
「
鬼
」
は
、
『
礼
記
」
「
祭
法
」

に
「
人
死
し
て
鬼
と
為
る
」
（
「
人
死
為
鬼
」
）
と
あ
り
、
『
周
礼
』
「
太
宗
伯
」

に
人
が
死
ん
で
神
に
な
る
こ
と
を
「
人
鬼
」
（
鬼
神
）
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

祭
ら
れ
た
死
者
の
霊
を
「
鬼
」
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
世
界

的
に
見
て
も
先
祖
祭
に
は
し
ば
し
ば
祖
霊
が
鬼
の
面
を
被
っ
て
登
場
す
る

が
、
古
代
中
国
で
は
こ
の
鬼
の
面
を
「
鬼
頭
」
と
い
っ
た
。
死
者
の
霊
は

頭
蓋
骨
に
懸
依
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
に

も
「
鬼
頭
」
姓
が
あ
る
。
卑
弥
呼
が
「
鬼
（
神
の
）
道
に
事
へ
て
、
能
く

衆
を
惑
は
す
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
死
者
の
葬
送
儀
礼
全
般
（
埋
葬
・
鎮

魂
・
再
生
な
ど
）
を
統
括
す
る
最
高
の
宗
教
的
霊
能
者
で
あ
っ
た
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
死
者
の
霊
と
交
流
し
、
祖
先

神
の
意
志
を
人
び
と
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
媒
介
者
（
祭
司
）
と
評
価

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
卑
弥
呼
が
諸
豪
族
の
首
長
か
ら
秩
序
の
回
復

者
と
し
て
共
立
さ
れ
た
の
も
、
専
ら
こ
の
よ
う
な
シ
ャ
ー
マ
ン
（
神
懸
か

〃
ノ
ー
フ
ン

リ
）
と
し
て
の
特
殊
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
氏
族
社
会
を
統
合
し
う
る

者
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
だ
。
こ
の
神
託
の
政
治
に
よ
る
平
和
の
回
復
は
、

後
に
王
朝
の
正
統
性
を
根
拠
づ
け
る
重
大
な
力
と
し
て
招
喚
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
が
神
功
皇
后
（
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
）
伝
承
で
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
、
記
・
紀
の
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
歴
代
天
皇
の
中
に
女
王
卑

弥
呼
の
存
在
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
認
め
る
と
か
つ
て
中
華

王
朝
の
冊
封
下
に
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
明
る
み
に
出
て
し
ま
う

- ４ -
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か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
と
歴
代
天
皇
の
問
に
直

接
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
旦
断
絶
し
て
い
る
の
か
と
い

う
判
断
は
、
現
在
の
歴
史
学
や
考
古
学
に
お
い
て
も
確
定
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
人
び
と
が
卑
弥
呼
の
存
在
を
宙
づ
り
状
態
に
し
て

お
こ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
歴
史
は

国
内
共
同
体
の
自
己
満
足
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
律
令
官
人
た

ち
に
と
っ
て
、
卑
弥
呼
（
倭
の
女
王
）
の
存
在
は
、
そ
れ
が
中
華
帝
国
の

歴
史
書
と
い
う
権
威
に
よ
っ
て
表
音
表
記
（
「
日
本
語
表
記
」
）
さ
れ
て
発

信
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
「
内
な
る
他
者
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
彼
ら
は
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
抵
触
は
と
り
あ
え
ず
カ
ッ
コ

に
括
っ
て
置
い
て
で
も
、
帝
国
と
小
帝
国
は
音
で
繋
が
っ
て
い
る
、
と
考

え
た
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
排
除
さ
れ
つ
つ
も
顕
在
化
す
る
「
内
な
る
他
者
」

が
、
記
・
紀
編
纂
の
人
び
と
に
歴
史
の
は
じ
ま
り
に
関
す
る
初
め
て
の
自

他
認
識
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
基

底
に
は
暗
黙
の
了
解
と
し
て
「
女
王
卑
弥
呼
」
が
潜
在
し
て
い
る
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
記
・
紀
の
編
者
が
既
存
の
垂
直
的
な
天
孫

降
臨
神
話
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
の
歴
史
の
は
じ
ま
り
に
関
す
る
「
神
話
」

を
、
「
倭
の
女
王
卑
弥
呼
」
を
巻
き
込
ん
で
語
り
直
し
て
お
き
た
い
と
考

え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
神
功
皇
后
す
な
わ
ち
息
長
帯
日
売

命
（
記
）
・
気
長
足
姫
尊
（
紀
）
の
伝
承
（
原
資
料
）
を
素
材
と
し
て
限

り
な
く
神
話
的
に
語
ら
れ
た
古
事
記
・
仲
哀
天
皇
条
で
あ
り
、
日
本
書
紀
．

（５）

巻
九
・
神
功
皇
后
紀
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
神
功
皇
后
（
応
神
天
皇
の
母
）
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
王
朝
交
替
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
る
継
体
王
朝
の
危
う
さ
と
密
接
に
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
上

は
皇
統
が
断
絶
し
て
い
た
継
体
朝
の
危
機
に
臨
ん
で
新
た
な
正
統
性
を
保

証
す
る
「
神
話
」
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

中
華
帝
国
で
は
、
実
際
に
た
び
た
び
王
朝
の
交
替
が
あ
り
、
そ
の
都
度

「
易
姓
革
命
」
と
称
し
て
「
天
命
」
が
改
ま
っ
た
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に

王
朝
の
交
替
が
く
り
返
さ
れ
て
も
、
中
華
帝
国
を
支
え
る
正
統
性
（
天
の

命
は
す
な
わ
ち
民
の
心
で
あ
る
と
い
う
哲
学
）
の
原
理
が
維
持
さ
れ
て
い

れ
ば
、
同
一
帝
国
内
の
組
み
換
え
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
帝
国

（
小
中
華
主
義
）
を
目
指
し
な
が
ら
も
こ
の
原
理
を
認
め
な
い
古
代
の
日

本
で
は
、
皇
統
譜
を
操
作
し
つ
つ
一
系
化
さ
れ
た
大
王
に
ふ
さ
わ
し
い
「
起

源
神
話
」
が
喚
起
さ
れ
た
。
そ
れ
が
仲
哀
記
・
神
功
紀
の
神
懸
か
り
し
た

シ
ャ
ー
マ
ン

巫
女
の
胎
内
に
孕
ま
れ
た
「
神
の
子
」
誕
生
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
「
神

話
」
（
哲
学
）
に
い
か
な
る
正
統
性
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
か
つ

て
女
王
卑
弥
呼
に
よ
っ
て
秩
序
が
回
復
さ
れ
た
、
そ
の
「
神
託
政
治
の
更

新
（
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
ヒ
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
の
「
日
本
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
倭
の
五
王
」

の
王
武
（
雄
略
天
皇
）
以
後
、
そ
れ
ま
で
の
中
華
帝
国
に
よ
る
冊
封
体
制

か
ら
離
脱
し
、
小
中
華
主
義
（
小
帝
国
）
を
採
用
し
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
「
亜
周
辺
と

し
て
の
日
本
」
と
い
う
地
政
学
的
な
位
置
が
可
能
と
し
た
も
の
で
あ
つ

（６）た
。
こ
れ
は
中
華
帝
国
（
中
心
）
の
「
周
辺
」
に
位
置
す
る
韓
半
島
の
あ

り
方
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
位
相
の
違
い
が
明
瞭
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

コ
リ
ア
も
日
本
も
同
じ
よ
う
に
唐
の
律
令
制
度
を
受
容
し
た
が
、
コ
リ
ァ

の
場
合
は
そ
の
影
響
が
直
接
的
で
独
自
の
律
令
を
た
て
る
に
至
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
点
、
日
本
で
は
「
周
辺
」
国
を
介
し
て
の
律
令
制
度
で
あ
っ
た

ｑ■■■■■
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の
で
、
選
択
的
な
受
容
が
可
能
と
な
っ
た
。
大
宝
律
令
で
は
唐
令
の
「
三

省
六
部
」
を
「
二
官
八
省
」
に
変
更
し
、
唐
制
に
は
な
い
「
神
祇
官
」
と
「
太

政
官
」
を
創
設
し
て
、
「
神
祇
官
」
を
「
太
政
官
」
の
上
に
置
き
、
「
律
令

の
規
定
で
は
空
坐
と
な
っ
て
い
る
神
祇
官
の
上
半
身
に
「
明
神
』
と
し
て

の
『
天
皇
』
を
位
置
づ
け
た
」
（
上
山
春
平
「
受
容
と
創
造
の
軌
跡
乞
の

は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
時
の
政
治
権
力
者
を
「
祭

司
」
と
し
て
支
え
る
律
令
天
皇
制
が
成
立
し
た
。
ま
た
、
先
述
の
古
事
記

や
ま
と

が
採
用
し
た
倭
文
体
に
つ
い
て
も
、
そ
の
契
機
は
三
国
時
代
（
高
句
麗
．

新
羅
・
百
済
）
の
「
吏
読
」
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
学
ん
だ
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
倭
文
体
が
宣
命
体
な
ど
を
経
て
漢
字
仮
名

交
じ
り
文
へ
と
熟
し
て
い
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
「
吏
読
」
は
中
華
帝
国
（
中

（７）

心
）
の
漢
文
体
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
小
中
華
主
義
と
の
絡
み
で
い
う
と
、
コ
リ
ア
に
は
中
国
皇
帝
制
度

の
象
徴
と
も
い
え
る
独
自
の
「
天
下
」
観
念
が
な
い
。
記
・
紀
・
万
葉

に
頻
出
す
る
「
天
下
」
意
識
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
漢
王

朝
で
は
「
天
下
」
の
領
域
を
「
凡
郡
国
一
百
三
、
県
邑
千
三
百
十
四
、
道

三
十
二
、
侯
国
二
百
四
十
こ
（
「
漢
書
』
巻
二
十
八
・
地
理
志
下
）
に
分

け
、
そ
の
う
ち
夷
狄
の
雑
居
す
る
県
を
特
に
「
道
」
と
称
し
て
国
や
県
邑

と
区
別
し
て
い
た
。
同
じ
く
『
漢
書
』
巻
十
九
・
百
官
公
卿
表
に
は
「
有

蛮
夷
日
道
」
（
蛮
夷
有
る
を
道
と
日
ふ
）
と
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
中
華
帝

国
の
華
夷
思
想
で
あ
る
。
辺
境
に
あ
る
蛮
夷
の
国
々
と
い
う
点
で
は
日
本

も
コ
リ
ア
も
同
じ
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
こ
の
「
道
」
に
対
す
る
「
周

辺
」
国
と
「
亜
周
辺
」
国
と
の
対
応
の
仕
方
の
違
い
で
あ
る
。
小
中
華
主

義
（
小
帝
国
）
を
志
向
す
る
日
本
で
は
、
漢
帝
国
の
「
天
下
」
観
を
雛
型

と
し
て
宮
都
（
天
下
）
を
基
点
に
「
道
」
を
東
国
に
振
り
向
け
た
。
こ
の

古
代
の
日
本
（
大
和
朝
廷
）
が
小
帝
国
と
し
て
存
立
す
る
た
め
に
は
、

天
皇
の
「
徳
」
に
扉
い
て
朝
貢
す
る
国
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の

よ
う
に
、
「
天
下
」
（
宮
都
）
の
四
方
に
「
道
」
を
配
し
、
東
夷
（
ア
ヅ
マ
）
、

北
狄
三
ミ
シ
）
、
南
蛮
（
ハ
ヤ
ト
）
、
西
蕃
（
朝
貢
国
Ⅱ
コ
リ
ア
・
中
国
）

を
設
定
し
た
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
く
り
返
し
て
言
え
ば
、
こ
の

よ
う
な
設
定
を
可
能
に
し
た
も
の
こ
そ
中
華
帝
国
漢
字
文
化
圏
の
圏
内
に

あ
り
な
が
ら
圏
外
に
立
つ
と
い
う
地
域
性
（
亜
周
辺
性
）
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
「
西
蕃
」
（
西
戎
）
意
識
を
支
え
る
上
で
不
可
欠
の
役
割
を

果
た
し
た
の
が
記
・
紀
に
伝
え
る
神
功
皇
后
伝
承
で
あ
る
。
も
っ
と
も
一

口
に
神
功
皇
后
伝
承
と
い
っ
て
も
記
・
紀
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
構
想
が

あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち

入らない。 ひ
む
か
し

結
果
、
「
東
の
方
の
十
二
の
道
」
（
景
行
記
）
「
四
道
将
軍
」
（
崇
神
紀
）

（８）

と
い
っ
た
独
特
の
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
武
朝
の
「
律

令
七
道
制
」
で
は
こ
れ
を
面
（
蛮
夷
の
住
む
地
域
）
か
ら
点
（
古
代
道
路

Ⅱ
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
）
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
る
。
対
し
て
コ
リ
ア
で
は
独
自

の
「
天
下
」
観
念
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
中
華
帝
国
の
中
心
に
対
す
る

「
辺
境
」
（
蕃
国
）
意
識
を
手
放
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
韓
半
島
全
土
を
意

味
す
る
「
朝
鮮
八
道
」
は
「
面
」
で
あ
っ
て
「
点
」
で
は
な
い
。

な
お
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
右
に
述
べ
た
こ
と
は
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
上

の
比
較
優
位
を
意
味
す
る
の
で
は
い
さ
さ
か
も
な
く
、
単
に
大
陸
（
中
心
）
・

半
島
（
周
辺
）
・
列
島
（
亜
周
辺
）
の
地
政
学
的
な
位
相
の
違
い
を
表
わ

す
も
の
で
あ
る
。

■■■■■■■
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問
題
は
神
功
皇
后
伝
承
に
関
連
し
て
小
中
華
主
義
（
小
帝
国
）
を
志
向

す
る
者
と
、
そ
う
で
な
い
天
皇
と
の
間
に
葛
藤
が
あ
り
、
神
意
を
軽
ん
じ

た
仲
哀
天
皇
が
神
罰
に
よ
っ
て
崩
御
す
る
と
い
う
、
記
・
紀
の
話
の
劇
的

な
展
開
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
皇
統
譜
に
お
け
る
仲
哀
天
皇
（
タ
ラ
シ
ナ

カ
ッ
ヒ
コ
）
の
系
譜
的
位
置
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
り
、
仲
哀
自

身
が
タ
ラ
シ
ヒ
コ
／
ナ
カ
ッ
ヒ
コ
の
二
つ
に
分
裂
し
て
い
て
、
ナ
カ
ッ
ヒ

コ
の
系
統
（
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
系
）
が
否
定
的
に
排
除
さ
れ
つ
つ
、
タ
ラ
シ

（９）

ピ
コ
系
皇
統
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
い
わ
ば
偽
装
さ
れ
た
系
譜
に
タ
ラ
シ
ヒ
コ
系
統
側
か
ら
介
入
し
て
き
た

の
が
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
（
神
功
皇
后
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、

注
意
す
べ
き
は
仲
哀
の
死
は
な
ぜ
神
功
皇
后
の
神
託
を
通
し
て
語
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仲
哀
記
を
み
る
と
、

よ

そ
の
大
后
息
長
帯
日
売
命
は
、
当
時
、
神
を
帰
せ
き
。
故
、
天
皇
、

筑
紫
の
訶
志
比
宮
に
坐
し
て
、
熊
曾
国
を
鑿
た
む
と
せ
し
時
に
、
天

ひ

み
こ
と

皇
、
御
琴
を
控
き
て
、
建
内
宿
禰
大
臣
、
さ
庭
に
居
て
、
神
の
命

よ

さ
と
の
り
た
ま

を
請
ひ
き
。
是
に
、
大
后
の
帰
せ
た
る
神
、
言
教
へ
覚
し
て
詔
ひ

し
ぐ
「
西
の
方
に
国
有
り
。
金
・
銀
を
本
と
し
て
、
目
の
炎
輝
く
種
々

あ
ま

よ

の
珍
し
き
宝
、
多
た
そ
の
国
に
在
り
。
吾
、
今
そ
の
国
を
帰
せ
賜
は

む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
天
皇
の
答
へ
て
白
さ
く
「
高

と
こ
ろ

く

に

き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
、
国
土
見
え
ず
し
て
、
唯
に
大

い
つ
は
り

お
も

き
海
の
み
有
り
」
と
ま
を
し
て
、
詐
を
す
る
神
と
謂
ひ
て
、
御
琴

そ

ひ

も
だ

を
押
し
退
け
、
控
か
ず
し
て
黙
し
坐
し
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
神
、

いか

》」

大
き
に
盆
り
て
詔
ひ
し
ぐ
「
凡
そ
、
弦
の
天
の
下
は
、
汝
が
知
る
べ

き
国
に
非
ず
。
汝
は
、
一
道
に
向
へ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
：
．
…
。
故
、

未
だ
幾
久
も
あ
ら
ず
し
て
、
御
琴
の
音
聞
え
ず
。
即
ち
火
を
挙
げ
て

さ

見
れ
ば
、
既
に
崩
り
ま
し
ぬ
。

と
あ
る
。
こ
の
話
は
、
仲
哀
が
国
内
の
「
熊
曾
」
を
撃
つ
た
め
に
神
功
を

通
し
て
神
託
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
仲
哀
の
意
に
反
し
て
「
西
の
方
の
金
・

銀
の
珍
し
き
宝
の
国
」
（
新
羅
）
を
授
け
よ
う
と
い
う
お
告
げ
が
あ
っ
た
。

海
外
の
国
（
新
羅
）
を
授
け
よ
う
と
い
う
託
宣
神
（
後
に
天
照
大
神
と
底

箇
男
・
中
箇
男
・
上
箇
男
の
三
神
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）
の
神
意
を
無

視
し
た
仲
哀
は
神
の
怒
り
に
触
れ
て
死
の
運
命
を
た
ど
る
他
は
な
か
っ

た。前
述
の
よ
う
に
、
時
代
は
す
で
に
小
中
華
主
義
（
小
帝
国
）
を
志
向
し

て
い
た
。
し
か
る
に
仲
哀
は
す
で
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
時
代
に
実
現
を
み

て
い
た
ク
マ
ソ
討
伐
と
い
う
国
内
平
定
の
み
に
執
着
し
、
西
方
に
朝
貢
国

を
求
め
て
統
治
領
域
を
拡
大
す
る
と
い
う
視
野
と
意
志
を
欠
い
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
「
高
き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
、
国
士
見
え
ず
し
て
、

唯
に
大
き
海
の
み
有
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
功
と
仲
哀
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
こ
の
支
配
領
域
を
拡
大
し
て
小
帝
国
を
目
指
す
か
否
か
に
か
か
っ
て

い
た
の
だ
。
旧
来
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
し
か
も
た
な
い
統
治
者
は
否
定
的
に
克

服
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
点
を
日
本
書
紀
で
も
確

認
し
て
お
こ
う
。

群
臣
に
詔
し
て
、
熊
襲
を
討
た
む
こ
と
を
議
ら
し
め
た
ま
ふ
。
時
に

かか

神
有
し
て
、
皇
后
に
託
り
て
誼
へ
ま
つ
り
て
日
は
く
「
天
皇
、
何
ぞ

ま
つ
ろ

そ
し
し
む
な
く
に

熊
襲
の
服
は
ざ
る
こ
と
を
憂
へ
た
ま
ふ
。
是
臂
宍
の
空
国
な
り
。

あ
に

ま
さ

豈
兵
を
挙
げ
て
伐
つ
に
足
ら
む
や
。
こ
の
国
に
愈
り
て
宝
有
る
国
、

な

書
へ
ば
処
女
の
ま
よ
び
き
如
す
向
つ
国
有
り
。
眼
炎
く
金
・
銀
・
彩

た
く
ぶ
す
ま

色
、
多
に
そ
の
国
に
在
り
。
是
を
拷
衾
新
羅
国
と
謂
ふ
。
若
し
能

や
き
は

く
吾
を
祭
り
た
ま
は
ば
、
曾
て
刃
を
血
ら
ず
し
て
、
そ
の
国
必
ず
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服
ひ
な
む
。
．
：
．
：
。
」
と
の
た
ま
ふ
。
：
：
：
。
時
に
神
、
亦
皇
后
に

か
か

・つ

託
り
て
日
は
く
「
．
：
…
そ
れ
汝
王
の
か
く
言
ひ
て
遂
に
信
け
た
ま
は
は

ら

ず
は
、
汝
、
そ
の
国
を
得
た
ま
は
じ
。
唯
今
し
、
皇
后
始
め
て
有
胎

・え

み
ま
せ
り
。
そ
の
子
獲
た
ま
ふ
こ
と
有
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
日
本
書
紀
・
仲
哀
天
皇
八
年
九
月
）

つ
き
き
か
き
い
つ
の
み
た
ま
あ
ま
ざ
か
る
む
か
つ
ひ
め
の
み
こ
と

神
功
に
懸
依
し
た
神
（
伊
勢
の
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
）

は
、
ク
マ
ソ
征
伐
に
執
着
す
る
仲
哀
を
遂
に
見
捨
て
、
次
代
を
担
う
資
格

を
有
す
る
天
皇
と
し
て
神
功
の
胎
内
に
は
ら
ま
れ
た
「
胎
内
天
皇
」
（
ホ

ム
ダ
ワ
ヶ
Ⅱ
応
神
天
皇
）
を
指
名
す
る
に
至
る
。

そ
れ
に
し
て
も
国
内
の
平
定
や
安
寧
の
祈
願
な
ら
ば
と
も
か
く
、
な
ぜ

海
外
（
新
羅
）
を
対
象
と
し
た
小
帝
国
の
実
現
ま
で
も
が
武
力
行
使
を
前

提
と
し
な
い
、
神
託
と
い
う
様
式
に
依
拠
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
神

託
と
い
う
形
式
は
、
い
わ
ゆ
る
神
懸
か
り
を
は
じ
め
と
し
て
夢
の
お
告
げ

（旧）

（
夢
託
）
や
ト
占
に
よ
る
神
託
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
携

は
ふ
り

わ
る
人
も
天
皇
、
皇
后
、
臣
下
を
は
じ
め
と
し
て
神
職
の
祝
な
ど
様
々

に
存
在
す
る
。
そ
も
そ
も
神
託
の
原
理
は
超
越
に
触
れ
る
、
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。
神
懸
か
り
の
場
合
は
、
神
が
人
に
想
依
し
て
人
格
が
転
換
し

た
と
こ
ろ
に
超
越
と
の
接
触
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
懸
か
り

し
て
神
の
言
葉
を
伝
え
る
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
人
の
主
観
す
な
わ
ち
共

同
体
の
意
志
に
迎
合
す
る
通
常
時
の
判
断
が
入
っ
て
こ
な
い
と
は
断
言
で

き
な
い
。
折
口
信
夫
が
言
う
よ
う
に
神
懸
か
り
と
は
「
皆
、
巫
現
の
胱
惚

時
の
空
想
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
種
族
の
意
向
の
上
に
立
っ
て
の
空
想
で

あ
る
。
」
（
「
国
文
学
の
発
生
」
第
一
稿
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、

こ
の
場
合
の
神
の
お
告
げ
も
小
帝
国
を
志
向
す
る
共
同
体
の
意
志
に
迎
合

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
託
に
よ
る
超
越
と
は
国
内
の
共
同
体

の
幻
想
の
質
と
密
接
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
。

国
内
の
政
治
的
危
機
が
神
託
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
著
名
な
例
と
し
て

崇
神
天
皇
の
話
が
あ
る
。

此
の
天
皇
の
御
世
に
、
役
病
多
た
起
こ
り
て
、
人
民
尽
き
む
と
為
き
。

爾
く
し
て
、
天
皇
の
愁
へ
歎
き
て
神
林
に
坐
し
し
夜
に
、
大
物
主
大

神
、
御
夢
に
顕
れ
て
日
ひ
し
ぐ
「
是
は
、
我
が
御
心
ぞ
。
故
、
意
富

多
々
泥
古
を
以
て
、
我
が
前
を
祭
ら
し
め
ば
、
神
の
気
、
起
こ
ら
ず
、

国
も
亦
、
安
ら
け
く
平
け
く
あ
ら
む
」
と
い
ひ
き
。

（
古
事
記
・
崇
神
天
皇
）

崇
神
天
皇
の
祈
願
を
受
け
た
大
物
主
神
が
自
ら
の
祭
祀
を
要
求
し
、
そ

の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
結
果
、
「
役
の
気
、
悉
く
息
み
、
国
家
、
安
ら
け

く
平
け
し
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
祈
願
・
祭
祀
（
幣
帛
）

の
要
求
・
祈
願
の
実
現
」
か
ら
な
る
「
神
託
の
構
造
」
は
基
本
的
に
神
功

皇
后
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
前
に
引
用
し
た
仲
哀
記
・
紀
か
ら
は
わ
か
り

ま
こ
と

に
く
い
が
、
他
の
部
分
を
み
る
と
「
「
今
墓
に
其
の
国
を
求
め
む
と
思
は

ば
、
天
神
・
地
祇
と
、
亦
、
山
の
神
と
河
・
海
の
諸
の
神
と
に
、
悉
く
幣

わ
た

帛
を
奉
り
、
我
が
御
魂
を
船
の
上
に
坐
せ
て
、
。
：
…
度
る
べ
し
』
と
の
り

た
ま
ひ
き
。
」
（
仲
哀
記
）
「
時
に
神
有
し
て
、
皇
后
に
託
り
て
調
へ
ま
つ

り
て
日
は
く
「
：
：
：
其
の
祭
り
た
ま
は
む
に
は
、
天
皇
の
御
船
、
及
び
穴

門
直
践
立
の
献
れ
る
水
田
、
名
け
て
大
田
と
い
ふ
、
是
等
の
物
を
以
て
幣

ひ
た
ま
へ
』
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
」
（
仲
哀
八
年
紀
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、

崇
神
記
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
新
羅
へ
渡
る
際
の
海

上
の
安
全
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
神
託
の
ベ
ー
ス
に
は
神
か

ら
の
贈
与
（
海
上
の
安
全
）
と
人
の
返
礼
（
幣
帛
）
、
人
か
ら
の
贈
与
（
幣
帛
）

と
神
の
返
礼
（
海
上
の
安
全
）
と
い
う
贈
与
（
互
酬
）
交
換
の
シ
ス
テ
ム
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（
こ
の
場
合
は
呪
術
に
よ
る
支
配
）
が
作
動
し
て
い
る
。
「
易
姓
革
命
」
の

原
理
を
持
た
な
い
古
代
の
日
本
で
は
血
の
つ
な
が
り
を
別
に
す
る
と
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
に
積
極
的
に
依
拠
す
る
他
は
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
れ
で
は
崇
神
記
の
神
託
と
神
功
皇
后
の
そ
れ
は
全
く
同
質
の
も
の

か
、
と
い
え
ば
そ
う
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
崇
神
記
の
大
物

はつノ、に

主
神
祭
祀
を
中
心
と
し
た
祭
祀
記
事
は
、
「
初
国
を
知
ら
す
御
真
木
天
皇
」

（
崇
神
記
）
と
い
う
呼
称
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
初
め
て
国
内
秩
序
の
統

一
を
実
現
し
た
大
王
と
い
う
共
同
体
の
幻
想
に
支
え
ら
れ
て
い
て
、
神
託

も
そ
の
範
囲
で
自
己
完
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
対
新
羅
へ

の
優
越
（
小
中
華
主
義
）
を
志
向
す
る
神
功
皇
后
（
応
神
天
皇
）
に
と
っ

て
、
崇
神
朝
と
は
異
な
る
も
う
一
段
審
級
の
高
い
「
神
託
政
治
」
が
求
め

ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
天
皇
の
「
徳
」
を
贈
与
す
る
こ
と
で

自
主
的
に
新
羅
か
ら
の
朝
貢
（
返
礼
）
が
期
待
で
き
る
、
と
い
う
互
酬
の

や
き
は

観
念
で
あ
る
。
「
吾
を
祭
り
た
ま
は
ば
、
曾
て
刃
を
血
ら
ず
し
て
、
そ
の

ま
つ
る

国
必
ず
服
ひ
な
む
」
（
仲
哀
紀
）
と
あ
る
、
武
力
征
服
を
前
提
と
し
な
い

神
託
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
「
神
託
」
を
更
新
（
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
）
す
る
際
に
、
暗
黙
の

前
提
と
し
て
招
喚
さ
れ
た
の
が
「
倭
国
の
女
王
卑
弥
呼
」
で
あ
っ
た
。
前

述
の
よ
う
に
卑
弥
呼
は
す
で
に
魏
書
（
後
漢
書
）
と
い
う
帝
国
の
権
威
に

よ
っ
て
、
「
音
」
で
繋
が
る
対
他
性
を
付
与
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
神
託

を
共
同
体
へ
の
迎
合
（
自
己
満
足
）
と
み
な
す
日
本
書
紀
編
纂
者
た
ち
を

も
説
得
す
る
力
が
あ
っ
た
。
日
本
書
紀
・
神
功
皇
后
三
十
九
年
～
四
十
三

年
条
に
魏
志
倭
人
伝
を
引
用
す
る
形
で
、
神
功
皇
后
を
卑
弥
呼
に
擬
し
て

い
る
の
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

三
十
九
年
。
是
年
、
太
歳
己
未
に
あ
り
。
魏
志
に
云
は
く
、
「
明
帝

の
景
初
三
年
六
月
に
、
倭
の
女
王
、
大
夫
難
斗
米
等
を
遣
し
、
郡
に

詣
り
て
、
天
子
に
詣
り
朝
献
せ
む
こ
と
を
求
む
。
太
守
鄙
夏
、
吏
を

遣
し
て
将
送
り
、
京
都
に
詣
ら
し
む
」
と
い
ふ
。

四
十
年
。
魏
志
に
云
は
く
、
「
正
始
元
年
に
、
建
忠
校
尉
梯
携
等
を

遣
し
、
詔
書
・
印
綬
を
奉
り
て
、
倭
国
に
詣
ら
し
む
」
と
い
ふ
。

四
十
三
年
。
魏
志
に
云
は
く
、
「
正
始
四
年
に
、
倭
王
、
復
使
の
大

夫
伊
声
者
・
披
耶
約
等
八
人
を
遣
し
て
上
献
す
」
と
い
ふ
。

右
の
記
事
が
示
す
よ
う
に
、
記
・
紀
の
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵
触
し

か
ね
な
い
危
険
を
犯
し
て
ま
で
卑
弥
呼
が
招
喚
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ

れ
は
小
中
華
主
義
へ
の
志
向
と
皇
統
の
危
機
が
逆
説
的
に
一
致
し
た
か
ら

で
あ
る
。
継
体
天
皇
の
擁
立
が
「
誉
田
天
皇
（
応
神
天
皇
）
の
五
世
の
孫
」
（
日

本
書
紀
・
継
体
即
位
前
紀
）
と
い
う
の
は
い
か
に
も
危
う
い
。
こ
の
危
う

さ
は
皇
統
の
歴
史
を
少
し
遡
っ
た
と
こ
ろ
（
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
）
で

神
話
的
に
補
強
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め

に
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
神
懸
か
り
）
の
力
の
更
新
が
必
須
の
も
の
と
さ

れ
た
。
「
鬼
道
に
事
へ
て
、
能
く
衆
を
惑
は
」
し
、
倭
国
の
争
乱
を
終
息

さ
せ
平
和
を
回
復
し
た
卑
弥
呼
が
呼
び
だ
さ
れ
る
の
は
あ
る
意
味
で
必
然

で
あ
っ
た
。
こ
の
能
力
を
精
神
的
系
譜
と
し
て
受
け
継
い
だ
の
が
神
功
皇

后
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
記
・
紀
の
中
で
神
功
皇
后
が
想
依
し
て
呼
び
寄
せ

た
神
は
天
照
大
神
で
あ
り
、
底
箇
男
・
中
箇
男
・
上
箇
男
の
三
神
で
あ
り
、

か
つ
伊
勢
の
撞
賢
木
厳
之
御
魂
天
疎
向
津
媛
命
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

私
の
考
え
で
は
そ
も
そ
も
高
度
に
政
治
的
な
天
照
大
神
の
存
在
自
体
が
神

託
政
治
を
す
る
こ
と
で
平
和
的
秩
序
を
樹
立
し
た
卑
弥
呼
を
内
在
さ
せ
て

い
る
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
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古
代
史
研
究
に
よ
れ
ば
、
い
く
つ
も
の
分
裂
と
合
流
を
く
り
か
え
し
た

王
権
が
、
継
体
以
後
の
欽
明
・
敏
達
・
野
明
・
皇
極
（
斉
明
）
へ
と
連
な

る
い
わ
ゆ
る
タ
ラ
シ
系
皇
統
譜
の
統
合
の
基
点
に
据
え
た
の
は
始
祖
王
と

し
て
の
応
神
天
皇
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
要
請
さ
れ
た
の
が
く
り
返
し
述
べ

て
き
た
よ
う
に
小
帝
国
日
本
を
支
え
、
か
つ
一
系
化
さ
れ
た
大
王
に
ふ
さ

シ
ャ
ー
マ
ン

わ
し
い
起
源
神
話
、
す
な
わ
ち
神
懸
か
り
し
た
巫
女
の
胎
内
に
孕
ま
れ

た
「
神
の
子
」
誕
生
の
物
語
で
あ
る
。

以
上
は
、
魏
志
倭
人
伝
の
女
王
卑
弥
呼
の
中
に
も
う
一
つ
の
王
朝
正
統

化
の
論
理
を
探
ろ
う
と
し
た
、
主
に
日
本
書
紀
編
者
た
ち
の
心
的
過
程
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
呉
哲
男
「
古
事
記
の
成
立
」
『
古
代
日
本
文
学
の
制
度
論
的
研
究
」

（
お
う
ふ
う
、
二
○
○
三
年
）
。
「
言
語
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
『
日
本

文
学
」
（
塊
１
４
、
二
○
○
三
年
四
月
）
。
「
古
事
記
の
世
界
観
」
（
三

浦
佑
之
編
『
古
事
記
を
読
む
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
八
年
）
な
ど
。

な
お
、
こ
の
相
互
補
完
説
に
異
を
と
な
え
る
金
井
清
一
は
「
古
事
記

と
日
本
書
紀
と
は
互
い
に
補
い
合
っ
て
共
に
当
代
の
律
令
国
家
建
設

事
業
の
一
環
と
し
て
成
立
し
た
相
互
補
完
的
な
史
書
で
あ
る
と
考
え

る
向
き
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
一
層
、
古
事
記
の
成

立
を
『
続
日
本
紀
」
が
記
さ
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
当
該
論
者
は
説

い
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
（
「
古
事
記
の
成
立
」
「
國
學
院
雑
誌
』

Ⅲ
巻
ｎ
号
、
二
○
二
年
）
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
続
日
本
紀
に

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
同
時
代
の
重
要
書
籍
は
、
懐
風
藻
を
は
じ
め
他

に
い
く
ら
で
も
あ
る
（
矢
嶋
泉
『
古
事
記
の
歴
史
意
識
」
吉
川
弘
文

館、二○○八年）。

（
２
）
都
出
比
呂
志
『
古
代
国
家
は
い
つ
成
立
し
た
か
』
（
岩
波
書
店
、

二
○
二
年
）

（
３
）
柄
谷
行
人
「
ミ
ニ
世
界
シ
ス
テ
ム
（
定
住
革
命
）
薑
世
界
史
の
構
造
』

（
岩
波
書
店
、
二
○
一
○
年
）
。
な
お
、
私
の
最
近
の
一
連
の
論
考
（
「
古

事
記
の
神
話
と
対
称
性
原
理
」
『
文
学
』
第
Ｂ
巻
１
号
、
二
○
一
二
年
。

「
贈
与
交
換
と
し
て
の
国
譲
り
神
話
」
『
現
代
思
想
』
第
虹
巻
略
号
、

二
○
一
三
年
。
「
万
葉
集
鵯
旅
歌
の
基
礎
構
造
」
『
相
模
国
文
」
第
釣

号
、
二
○
一
二
年
な
ど
）
で
贈
与
交
換
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
触
れ

る
こ
と
が
多
い
の
は
、
こ
の
「
定
住
革
命
」
を
念
頭
に
置
い
て
日
本

の
古
代
文
学
を
「
ミ
ニ
世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
「
世
界
Ⅱ
帝
国
」
と
の

関
係
性
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）
定
住
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
生
者
が
移
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
も

の
を
、
逆
に
死
者
の
霊
を
移
動
さ
せ
る
と
い
う
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
な

転
換
が
生
じ
た
。
葬
制
に
関
す
る
こ
の
衝
撃
を
一
時
的
に
緩
和
す
る

制
度
が
蹟
宮
儀
礼
で
あ
っ
た
。
「
大
殿
」
は
本
来
そ
こ
の
住
人
で
あ
っ

た
首
長
の
霊
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
遷
都
の
起
源
的
な
意

味
も
こ
こ
に
あ
る
。
私
は
三
七
年
前
に
「
蹟
宮
の
原
型
」
ｓ
古
代
言

語
探
究
」
）
の
中
で
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
が
未
だ
十
分
に
理
解
さ

れ
て
い
な
い
。
蹟
宮
を
仮
の
葬
儀
な
ど
と
す
る
皮
相
な
見
解
に
惑
わ

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
５
）
最
近
で
は
吉
田
修
作
が
『
畷
り
来
る
こ
と
ば
と
伝
承
ｌ
託
宣
・
神

功
皇
后
・
地
域
』
（
お
う
ふ
う
、
二
○
○
八
年
）
『
古
代
文
学
表
現
論
』

（
お
う
ふ
う
、
二
○
一
三
年
）
の
中
で
神
功
皇
后
に
つ
い
て
精
力
的

に
論
じ
て
い
る
。

（
６
）
柄
谷
行
人
「
亜
周
辺
と
し
て
の
日
本
」
『
帝
国
の
構
造
』
（
青
土
社
、

二
○
一
四
年
）
。
な
お
、
本
書
は
中
華
帝
国
を
は
じ
め
旧
世
界
帝
国

の
可
能
性
の
中
か
ら
近
代
国
家
を
止
揚
す
る
鍵
を
さ
ぐ
る
、
と
い
う

モ
チ
ー
フ
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
現
代
中
国
の
習
近
平
体
制
下
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神功皇后と卑弥呼

の
人
び
と
に
も
歓
迎
さ
れ
て
い
る
。
習
近
平
の
「
新
型
大
国
」
観
に

合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
か
つ
て
Ａ
・

ネ
グ
リ
、
Ｍ
・
ハ
ー
ト
の
共
著
寅
帝
国
篁
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

ネ
オ
コ
ン
（
新
保
守
主
義
）
一
派
か
ら
、
９
．
Ⅱ
の
同
時
多
発
テ
ロ

が
起
こ
る
ま
で
の
問
、
歓
迎
さ
れ
て
い
た
構
図
と
ど
こ
か
似
て
い
る
。

（
７
）
最
近
、
東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
「
訓
読
文
化
圏
」
な
る
概
念
が
提

唱
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
あ
ま
り
大
き
な
展
開
は
望
め
そ
う
に
な
い

と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
東
ア
ジ
ア
共
通
と
い
う
時
、
そ
こ
で
は
周
辺
と

亜
周
辺
の
位
相
の
違
い
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
詳
細
は
、
呉
哲
男
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
東
方
十
二
道
」
含
國
學
院

雑
誌
』
Ⅲ
巻
ｎ
号
、
二
○
二
年
）

（
９
）
吉
井
巌
「
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
系
譜
の
意
味
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
三

（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）
西
條
勉
「
タ
ラ
シ
系
皇
統
の
王
権
思
想
」

『
古
事
記
と
王
家
の
系
譜
学
』
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
五
年
）

（
皿
）
山
崎
か
お
り
は
「
神
功
皇
后
の
神
託
の
意
義
」
含
古
事
記
大
后
伝

承
の
研
究
」
新
典
社
、
二
○
一
三
年
）
の
中
で
、
「
記
紀
風
土
記
に

お
け
る
神
託
の
記
事
」
の
一
覧
表
を
掲
出
し
て
、
「
神
託
の
諸
相
」

を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
神
託
に
お
い
て
祭
祀
要
求
は
不
可

欠
な
要
素
で
あ
る
。
…
…
。
神
託
の
中
心
は
、
神
が
自
分
の
祭
祀
を

要
求
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
神
功
皇
后
の
神

託
の
意
義
を
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
「
仲
哀
記
は
、
仲
哀
天
皇
を
否

定
し
、
神
功
皇
后
の
神
聖
性
と
優
位
性
を
強
調
し
て
、
御
子
応
神
の

即
位
を
方
向
付
け
る
、
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

神
功
皇
后
の
伝
承
は
、
そ
の
起
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
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