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は
じ
め
に

白
川
静
博
士
（
１
９
１
０
〜
２
０
０
６
）
は
『
中
国
古
代
の
民
俗
』
の
中
で
「
民

俗
語
彙
の
収
集
は
、
そ
の
方
言
的
な
分
布
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
の
波

及
の
状
況
を
と
ら
え
、
こ
れ
を
文
化
史
的
に
整
理
す
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
方
言
重

圏
論
的
な
研
究
の
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
文
化
史
的
な
整
理
に
あ

た
っ
て
は
、
や
は
り
文
献
や
記
録
に
そ
の
左
証
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

1
）」
と

述
べ
て
い
る
。
殷
代
の
文
字
創
生
の
時
代
の
民
俗
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
は
、
今
と
な
っ
て
は
資
料
が
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
殷
周
秦
漢
魏
時
代
の
文
献

資
料
や
古
く
か
ら
踏
襲
さ
れ
て
今
に
残
る
民
俗
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
若
干
な
り
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
文
」
の
字
源
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
白
川
博
士
が
「
釋
文（

2
）」
の
中
で
詳
細
に

解
釈
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
白
川
博
士
の
「
釋
文
」
の
解
釈
を
読
み
、
か

つ
博
士
の
民
俗
学
的
方
法
に
基
づ
い
て
「
文
」
の
解
釈
を
再
構
築
し
た
い
と
考
え

る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
中
国
雲
南
省
臨
滄
の
滄
源
崖
画
の
写
真
を
見
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
間
の
描
写
は
ま
さ
に
「
文
」
字
形
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
。
お
り
し
も
、
２
０
１
２
年
9
月
に
西
双
版
納
の
少
数
部
族
を
取
材
旅
行
し
、

高
床
式
住
居
に
住
む
部
族
の
人
た
ち
と
古
代
日
本
人
の
生
活
習
慣
に
は
共
通
点
が

非
常
に
多
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。そ
の
共
通
点
の
中
に
貫
頭
衣
と
文
身
が
あ
る
。

滄
源
崖
画
の
絵
画
は
身
体
部
分
が
逆
三
角
形
に
な
っ
て
お
り
、
貫
頭
衣
を
身
に
つ

け
た
人
と
考
え
て
間
違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
文
」
字
は
貫
頭

衣
と
文
身
を
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
字
で
は
な
い
の
か
と
考
え

た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
考
え
方
が
正
か
っ
た
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
中
国

の
歴
史
文
献
や
南
中
国
の
高
床
式
住
居
に
住
む
人
た
ち
の
民
俗
に
求
め
て
論
拠
を

示
す
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
ま
た
、「
文
」
の
字
源
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は

な
く
、「
文
」
字
創
作
の
根
底
に
あ
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
る
も

の
で
あ
る
。１

．「
文
」
字
の
従
来
の
解
釈

「
文
」
は
『
説
文
解
字
』（
以
下
『
説
文
』
と
い
う
）
九
上
に
「
錯
畫
也
、
象
交

文
（
錯ま
じ

は
れ
る
畫く
わ
くな
り
。
交
文
に
象か
た
どる
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
説
文
』
は
、「
文
」

「
文
」
字
の
民
俗
学
的
考
察

張　
　
　
　
　

莉



「
文
」
字
の
民
俗
学
的
考
察

二

を
交
錯
す
る
線
と
す
る
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
錯
畫
也　

錯
當
作

。

畫
者　

之
畫
也
。
考

工
記
曰
。
青
與
赤
謂
之
文
。

畫
之
一
耑
也
。

畫
隅
文
之
本
義
、

彰
隅

之

本
義
、
義
不
同
也
。
黄
帝
之
史
倉
頡
見
鳥
曄
杓

之
迹
、
知
分
理
之
可
相
別
異
也
。

初
造
書
契
、
依
類
象
形
、
故
謂
之
文
。　

象
交
文　

象
兩
紋
交
互
也
。
紋
隅
、
文

之
俗
字
。（
錯
畫
也　

錯
は
當
に

に
作
る
べ
し
。

画
は  

の
画
な
り
。
考
工

記
に
曰
く
、
青
と
赤
は
之こ
れ

を
文
と
謂
ふ
。

は
画
の
一い
っ
た
ん耑
な
り
。

画
は
文
の
本

義
、

彰
は

の
本
義
、
義
不
同
な
り
。
黄
帝
の
史
倉
頡
は
鳥
獣
の
蹄あ
し
あ
と

の
跡
を

見
て
、
分
理
の
相
別
異
す
べ
き
を
知
る
な
り
。
初
め
て
書
契
を
造
る
に
、
類
に
依

り
形
に
象か

た
どる
。
故
に
之
を
文
と
謂
ふ
。
象
交
文　

両
紋
の
交
互
す
る
を
象
る
な
り
。

紋
は
文
の
俗
字
）」

段
玉
裁
は
ま
ず
「
文
」
の
字
義
を
『
説
文
』
に
従
っ
て
交
わ
る
線
に
求
め
、
そ

の
次
に
赤
や
青
の
色
彩
の
交
わ
り
か
ら
み
た
文
様
と
し
て
の
「
文
」、
線
と
画
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
文
字
の
「
文
」
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。
更
に
『
説
文
解
字
』

叙
の
倉
頡
の
説
明
を
加
え
、
類
に
よ
っ
て
字
形
を
定
め
た
文
字
の
「
文
」
の
意
味

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
『
説
文
』
に
原
意
を
依
拠
し
、
引
伸
義
を

述
べ
て
い
る
。

水
上
静
夫
氏
は
「
一
つ
は
、
幾
重
に
も
襲か

さ

ね
着
を
し
た
衣
服
の
襟
元
が
交
錯
し

綺
麗
に
合
わ
さ
っ
た
形
を
か
た
ど
っ
た
、象
形
文
字
で
あ
る
と
い
う
。
字
音
の『
ブ

ン
・
ビ
ン
』（
漢
音
）
は
『
交

す
る
・
交
錯
す
る
・
斜
め
に
組
み
合
わ
せ
る
・

交
差
す
る
』
意
か
ら
き
て
お
り
、
後
に
細
か
く
美
し
い
も
の
（
↓
美ビ

）
の
意
に
も

通
じ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
本
義
は
襟
元
で
衣
服
が
交
錯
し
て
美
し
い
意
で
あ

る
。
他
の
一
つ
は
、
土
器
類
に
刻
み
込
ま
れ
た
縄
文
の
模
様
（
文
様
）
の
一
部
分

（
一
こ
ま
）
を
描
い
た
象
形
文
字
で
、『
ブ
ン
・
ビ
ン
』
の
音
は
『
小
さ
い
・
細
か
い
』

意
か
ら
き
て
い
て
、
こ
ま
ご
ま
と
飾
り
立
て
た
模
様
の
こ
と
を
い
う
。
ど
ち
ら
に

し
て
も
物
の
形
を
象
か
た
ど

っ
た
絵
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い（

3
）」
と
述
べ
て
い
る
。
水

上
氏
は
字
音
と
「
文
」
字
に
お
け
る
線
の
交
差
の
意
味
か
ら
「
文
」
の
意
を
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
字
音
は
何
時
の
時
代
の
も
の
か
不
明
で
あ
り
、
そ
の

発
音
が
原
意
を
表
す
文
字
の
時
代
の
も
の
な
の
か
引
伸
義
を
表
す
時
代
の
も
の
な

の
か
は
判
別
し
よ
う
が
な
い
。
や
は
り
原
意
を
見
る
に
は
字
形
か
ら
見
る
の
が
適

切
と
思
わ
れ
る
。

馬
叙
倫
は
周
代
の
父
乙
卯
彝
の
「

」
を
「
文
」
字
と
し
、「
文
為
黹
繍

之
畫
、

固
不
限
於
作

也（
4
）（
文
は
黹ち
し
ゅ
う繍
の
ま
じ

わ
る
画
で
あ
り
、
固
よ
り

に
作
る
に
限
ら

ず
）」
と
述
べ
、「
文
」
の
字
源
を
刺
繍
の
糸
の
交
わ
る
線
の
画
と
し
て
い
る
。

臧
克
和
氏
は
『
説
文
解
字
的
文
化
説
解
』
の
中
で
、「
甲
骨
文
中
的
『
文
』
字

實
在
不
過
是
人
體
輪
廓
的
線
條
化
、
抽
象
化
。
因
此
、『
文
』
字
的
字
源
、
應
該

是
屬
於
所
謂
『
近
取
諸
身
』
的
『
人
文
』
之
類
。
至
於
『
文
』
字
內
部
所
填
實
部

分
的
符
號
、則
是
用
來
標
誌
人
的
『
靈
巧
』
的
文
飾
內
容
的（

5
）。（
甲
骨
文
中
の
『
文
』

字
は
実
際
に
は
人
体
の
輪
郭
の
線
条
化
、
抽
象
化
で
あ
る
。
そ
れ
で
、『
文
』
字

の
字
源
は
所い

わ
ゆ
る謂
『
近
取
諸
身
』
の
『
人
文
』
の
類
に
属
す
る
。『
文
』
字
の
字
内

に
書
か
れ
て
あ
る
符
号
に
至
っ
て
は
、
則
ち
器
用
に
書
か
れ
た
人
の
文
飾
の
内
容

を
表
し
て
い
る
）」
と
述
べ
、「
文
」
の
字
形
は
一
般
的
な
人
体
の
輪
郭
の
線
条
化
・

抽
象
化
と
見
て
お
り
、そ
れ
に
文
飾
と
し
て
の
文
身
の
意
味
を
付
け
加
え
て
い
る
。

呉
其
昌
は
「
蓋
『
文
』
者
、
乃
像
一
繁
文
満
身
、
而
端
立
受
祭
之
尸
形
云
爾（

6
）（
蓋

し
『
文
』
は
乃
ち
満
身
に
繁
雑
な
文
身
を
し
て
い
る
様
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
端

立
し
て
祭
り
を
受
け
る
尸
し
か
ば
ねの
形
を
云
う
の
で
あ
る
）」
と
述
べ
、
亡
く
な
っ
た
人
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に
「
文
」
を
か
ぶ
せ
て
い
う
語
で
あ
る
文
父
・
文
母
・
文
祖
・
文
王
な
ど
の
語
に

そ
の
字
源
を
求
め
る
。
し
か
し
、
呉
其
昌
の
い
う
よ
う
に
、
文
身
は
単
に
死
ん
だ

人
間
を
飾
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
人
間
に
も
施
さ
れ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、「
文
」
字
の
そ
も
そ
も
の
原
意
は
生
き
た
人
間
の
身
体
上
に
あ
る
文

身
で
あ
る
。
文
父
・
文
母
・
文
祖
・
文
王
の
「
文
」
の
意
味
は
そ
う
い
っ
た
文
身

の
二
次
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
。

白
川
博
士
も
「
文
と
い
う
字
形
は
、
そ
の
字
形
の
成
立
し
た
当
時
に
お
け
る
文

の
観
念
を
、
字
の
意
象
の
う
ち
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
文
身
で

あ
り
、
屍
体
聖
化
の
た
め
の
儀
礼
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
文
が
そ
の
よ
う
な
聖
標

識
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
と
い
う
字
形
が
成
立
し
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
種

の
神
聖
観
念
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
文
身
そ
の
も
の
は
、
お
そ
ら
く
は

よ
り
素
朴
な
呪
的
記
号
、
あ
る
い
は
身
分
標
識
と
し
て
、
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う（

7
）」
と
述
べ
、
日
常
生
活
に
お
い
て
施
さ
れ
て
い
た
文
身
が
屍

体
聖
化
の
た
め
の
儀
礼
の
絵
身
よ
り
も
本
来
的
な
文
身
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

「
文
」
の
字
源
を
文
身
と
す
る
解
釈
は
、
そ
の
他
に
朱
芳
圃（

8
）・
厳
一
萍（

9
）・
徐

中
舒（
10
）・
中
島
竦（
11
）な
ど
多
く
の
文
字
学
者
が
唱
え
て
お
り
、
現
在
で
は
通
説
と
な
っ

て
い
る
。「
文
」
の
甲
骨
文
は
多
種
あ
る
た
め
図
版
一
覧
を
記
す
。（
図
版
1（12））

呉
大
徴
は
『
尚
書
』
大
誥
篇
に
お
い
て
従
来
解
釈
さ
れ
て
き
た
「
寧
王
」「
寧
武
」

「
寧
考
」「
全
寧
人
」
の
「
寧
」
が
金
文
の
「

 

」
を
基
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ

は
「
寧
」
で
は
な
く
「
文
」
と
解
釈
す
べ
き
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
寧
王
」
で
は

な
く
「
文
王
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
「

 

」
の
中
に
あ
る
「

 

」

が
文
身
で
あ
る
と
は
語
っ
て
い
な
い
。「
文
」
の
字
源
が
文
身
で
あ
る
と
す
る
の

は
後
代
の
文
字
学
者
の
解
釈
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
呉
大
徴
が
重
大
な
ヒ
ン
ト

を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。

白
川
博
士
は
「
文
」
を
甲
骨
文
・
金
文
に
見
る
人
の
正
面
形
の
胸
部
に
文
身
の

文
様
を
加
え
た
形
に
象か
た
どる
字
と
し
て
い
る
。
白
川
博
士
は
「
文
」
字
の
解
釈
に
お

い
て
他
の
文
字
学
者
よ
り
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
文
身
に
ま
つ
わ
る
系
列
字
を

列
挙
し
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。中
で
も
、私
が
感
心
し
た
こ
と
は「
凶
」「
胸
」

字
内
の
「
×
」
符
号
が
、「
文
」
の
甲
骨
文
「

 

」
の
「
×
」
と
同
じ
意
味
符

号
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
凶
」
字
に
つ
い
て
は
、『
説
文
』
七

上
に
「
悪
也
、
象
地
穿
交
陥
其
中
也
（
悪
な
り
、
地
穿
た
れ
て
、
其
の
中
に
交こ

う
か
ん陥

す
る
に
象
る
）」
と
あ
り
、「
交
陥
」
は
お
そ
ら
く
は
人
が
穴
の
中
に
陥
没
す
る
こ

と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
李
学
勤
氏
主
編
の
『
字
源
』
を
見
て
も
、『
説
文
』
の

内
容
を
載
せ
て
、「
凶
」
字
に
つ
い
て
「
本
义
是
险
恶
、
不
吉
利
（
本
義
は
険
悪
・

不
吉
利
で
あ
る（
13
））」
と
説
明
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
白
川
博
士
の
よ
う
に
、「
凶
」

の「
×
」を
呪
符
と
見
れ
ば
、『
説
文
』の
解
釈
と
は
食
い
違
う
。
こ
の
呪
符
が「
匈
」

「
胸
」
の
字
に
至
っ
て
は
文
身
の
意
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
白
川
博
士
の
考
察
は

非
常
に
卓
見
と
い
え
る
。
更
に
、
白
川
博
士
は
「
爽
」
字
に
つ
い
て
、
そ
の
「
×
」

は
婦
人
の
死
葬
の
時
に
邪
霊
の
憑
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
加
え
た
文
身
だ
と
す
る
。

朱
で
描
く
絵
身
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
「
爽
」「
爾
」「
彌
」
は
ま
た
「
×
」
を
媒

介
と
し
た
同
系
の
意
味
を
も
つ
文
字
群
で
あ
る
と
す
る
。そ
う
す
れ
ば
、「
文
」「
凶
」

「
胸
」「
爽
」
は
す
べ
て
「
×
」
形
を
媒
介
と
し
た
系
列
文
字
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

２
．「
×
」
符
号
の
意
味
に
つ
い
て

本
稿
で
は
、
上
記
の
「
×
」
符
号
に
つ
い
て
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

島
根
県
の
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
39
ケ
の
銅
鐸
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
そ
の
近
く
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の
神
庭
荒
神
谷
遺
跡
か
ら
３
５
８
も
の
銅
剣
が
出
土
し
た
。
加
茂
岩
倉
遺
跡
の
銅

鐸
の
う
ち
12
ケ
に
吊
リ
手
の
部
分
に
「
×
」
形
の
文
様
が
あ
り
、
神
庭
荒
神
谷
遺

跡
の
銅
剣
の
う
ち
３
４
４
本
の
取
っ
手
の
部
分
に「
×
」形
の
文
様
が
あ
る
。「
×
」

形
は
ど
ち
ら
も
、
鋳
物
と
し
て
の
青
銅
器
が
完
成
し
た
後
に
タ
ガ
ネ
の
よ
う
な
も

の
で
彫
り
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
×
形
に
つ
い
て
、
大
和
岩
雄
氏
は

「
銅
剣
・
銅
鐸
の
×
印
に
つ
い
て（
14
）」
と
い
う
論
文
の
中
で
、「
神
庭
荒
神
谷
銅
剣
や
、

東
奈
良
遺
跡
の
銅
戈
の
鋳
型
の
×
印
は
茎な
か
ごに
あ
る
が
、
茎
は
柄
の
中
に
か
く
れ
て

見
え
な
い
。
僻
邪
な
ら
×
印
を
大
き
く
目
立
つ
よ
う
に
す
べ
き
だ
が
、
見
え
な
い

と
こ
ろ
に
し
て
い
る
」
さ
ら
に
「
霊
的
・
呪
的
な
印
の
×
印
も
、
秘
す
こ
と
で
霊

威
・
呪
力
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
×
」
形
は
銅
鐸
に
し
て
も
銅
剣
に
し
て
も
、
邪
霊
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
銅
剣
の
「
×
」
形
は
取
っ
手
の
上

に
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
取
っ
手
は
木
製
の
柄
が
上
に
か
ぶ
せ
ら
れ
て
使
う
の

で
、
実
際
に
そ
の
武
器
を
使
用
す
る
際
に
は
「
×
」
形
は
隠
れ
て
し
ま
う
。（
図

版
2
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
大
和
岩
雄
氏
の
言
う
よ
う
に
「
×
」
形
を

隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
呪
禁
を
秘
儀
化
し
、
霊
力
を
高
め
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
古
代
中
国
の
民
俗
に
そ
の
よ
う

な
秘
儀
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
い
。

「
区
（
區
）」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
白
川
博
士
に
よ
る
と

区
（
區
）」
は
「
旧
字
は
區
に
作
り
、
匸
と
品
と
に
従
う
。
匸
は
秘
匿
の
と
こ
ろ
。

品
は
多
く
の
祝し

ゅ
く
と
う禱を
収
め
る
器
（

）（
さ
い
）
を
列
す
る
形
。「
區
」
は
字
内
に

横
を
三
つ
置
き
、
多
く
の
祝
禱
の
器
を
列
す
る
こ
と
か
ら
、『
區
し
て
分
か
つ
』

の
意
と
な
り
、
区
別
・
区
分
・
区
域
の
意
味
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
引
伸

義
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
は
特
定
の
場
所
を
呪
具
の
横
を
以
て
清
め
、
そ
の
地
に

邪
霊
が
入
ら
な
い
よ
う
に
儀
式
す
る
意
で
あ
り
、三
つ
の
横
が
後
に
呪
禁
の
『
×
』

に
変
わ
り
、『
区
』
字
に
な
っ
た
。『
區
』
は
匸
中
で
ひ
そ
か
に
祝
禱
を
行
う
意
で
、

嘔お
う

・
謳お
う

・
歐
（
欧
）・
毆
（
殴
）
な
ど
は
み
な
區
に
従
う（
15
）」
ま
た
、「
お
よ
そ
匸

に
従
う
も
の
は
み
な
隠い
ん
ぺ
き僻
（
辺へ
ん
ぴ鄙
）
の
と
こ
ろ
に
秘
匿
す
る
意
味
を
も
ち
、
え
ん

・

医い

（
醫
）・
匿と
く

な
ど
は
、
み
な
そ
こ
で
行
わ
れ
る
秘
儀
を
示
す
字
で
あ
る（
16
）」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
字
は
、
皆
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
霊
力
を
高
め
よ
う
と
す
る

秘
儀
に
基
づ
い
た
字
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
匿
」
は
金
文
を
「

」
に
つ
く
り
、

そ
の
中
の
「
若
」
は
金
文
を
「

」
に
つ
く
り
、
巫
女
が
両
手
を
上
げ
て
舞
い

な
が
ら
神
に
祈
り
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
状
態
で
神
託
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
形
で

あ
る
。「
匿
」
は
こ
の
「
若
」
に
「
匚
」
を
付
し
て
、
人
に
知
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
匿か

く

れ
て
行
う
秘
儀
を
示
す
。「
医
（
醫
）」
は
古
く
「

」
に
つ
く
る
字
が
あ
り
、

呪
具
と
し
て
の
「
矢
」
を
秘
匿
し
そ
の
呪
霊
に
よ
り
病
魔
を
祓
う
こ
と
を
意
味
す

る
字
で
あ
る
。
大
形
徹
氏
は
「
弓
矢
に
よ
る
魔
除
け
は
一
般
的
で
あ
る
。
日
本
で

も
神
社
の
門
に
矢
を
も
っ
た
武
人
が
ひ
か
え
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
破
魔
矢
、
破

魔
弓
は
浜
弓
の
当
て
字
と
さ
れ
る
が
、
魔
を
破
る
矢
、
弓
で
あ
る
。
弓ゆ

弦づ
る

を
ふ
る

わ
せ
る
弦つ

る

打う

ち
も
物
の
怪け

を
は
ら
う
所
作
と
さ
れ
て
い
る
。
見
え
な
い
悪
霊
に
矢

を
射
か
け
る
ぞ
と
い
う
威
嚇
で
あ
ろ
う（
17
）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
矢
を

呪
具
と
し
て
秘
匿
し
た
秘
儀
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
人
を
病
魔
か
ら
守
ろ
う
と
す

る
こ
と
が
医
療
行
為
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

甲
骨
文
が
で
き
る
以
前
の
青
島
龍
山
文
化
や
河
南
下
王
崗
文
化
、
伊
河
苗
灣
文

化
か
ら
出
土
し
た
陶
器
に
「

」
の
図
形
が
見
ら
れ
る
。
張
家
坡
西
周
遺
跡
出

土
の
陶
器
に
も
「

」
の
図
形
が
見
ら
れ
る
が
（
図
版
3（18））、
お
そ
ら
く
は
こ
の



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
九
號

五

図
形
も
「
×
」
を
隠
匿
し
て
呪
能
を
高
め
る
た
め
に
上
下
に
横
線
を
引
い
た
も
の

で
あ
り
、「
凶
」字
の
祖
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「

」は
甲
骨
文
の
数
字
の「
五
」

の
甲
骨
文
と
同
形
で
あ
る
が
、
も
と
は
呪
禁
と
し
て
の
「
×
」
と
同
系
の
符
号
で

あ
る
。「
吾
（
ゴ
、ギ
ョ
）」「

（
ゴ
、ギ
ョ
）」「
圄
（
ギ
ョ
）」
な
ど
に
「
五
（
ゴ
）」

が
含
ま
れ
、こ
れ
ら
が
「
ま
も
る
」
意
味
を
有
す
る
の
は
同
音
の
「
御
（
ゴ
、ギ
ョ
）」

「
護
（
ゴ
）」
に
「
ま
も
る
」
の
意
が
あ
り
、
声
符
と
し
て
「
五
」
が
使
わ
れ
た
と

と
も
に
、
邪
霊
か
ら
身
を
守
る
意
味
を
も
つ
「

」
の
原
初
的
な
意
味
が
加
わ
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
凶
」
は
甲
骨
文
・
金
文
に
な
く
篆
文
で
現
れ
る
文
字
で
あ
る
。「
凶
」
は
白
川

博
士
に
よ
る
と
、「
文
身
を
描
い
た
胸
の
形
。
凵か

ん

は
胸
郭
の
形（
19
）」と
説
明
し
て
い
る
。

「
凵
」
は
も
と
も
と
土
穴
の
意
味
で
あ
り
、「
凸
」「
凹
」「
出
」「
函
」
等
の
字
を

形
成
し
て
い
て
、
箱
型
の
器
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
凶
」
は
箱
を
意
味

す
る
「
凵
」
の
中
に
呪
禁
の
符
号
で
あ
る
「
×
」
を
収
め
て
、呪
禁
の
霊
力
を
い
っ

そ
う
高
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
文
字
で
あ
る
。
白
川
博
士
は
「
凵
」
を
胸
の
形
と

す
る
が
、
私
は
「
匿
」
に
お
け
る
「
匚
」
と
同
じ
く
、
隠
匿
す
る
も
の
の
意
味
だ

と
解
釈
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
凵
」
も
「
匚
」
も
と
も
に

箱
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
箱
型
の
器
「
凵
」
を
「
匚
」
と
同
じ
く
秘
匿
の
記
号
と

し
て
使
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
凶
」
は
呪
禁
の
呪
符

で
あ
る
「
×
」
を
「
凵
」
で
隠
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
呪
力
を
高
め
る
こ
と
を
意

図
し
た
字
で
あ
ろ
う
。
後
に
吉
凶
の
「
凶
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

も
と
も
と
吉
凶
の「
凶
」の
意
味
で
は
な
い
。「
凶
」が
不
吉
の
意
味
を
も
つ
の
は
、

こ
の
符
号
が
死
葬
に
お
い
て
使
わ
れ
る
の
で
、
死
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
出
て

き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
凶
」
の
原
義
が
不
吉
で
な
い
の
は
、「
匈
」「
胸
」
が

不
吉
の
意
味
を
引
い
て
い
な
い
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
。

「
凶
」
の
「
凵
」
は
白
川
博
士
の
言
う
胸
郭
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、「
×
」
を

隠
匿
す
る
符
号
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
凶
」
に
人
の
側
身
形
で
あ

る
「
勹
」
を
加
え
て
、
は
じ
め
て
「
匈
」「
胸
」
が
文
身
を
施
し
た
胸
の
意
味
と

な
る
。「

」
も
ま
た
「
凶
」
に
人
を
表
す
「
儿
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
胸

の
文
身
の
意
味
が
加
わ
る
。「
胸
」
字
に
は
、
胸
の
上
に
彫
り
込
ま
れ
た
入
れ
墨

で
あ
る
「
×
」
形
を
隠
し
て
、
秘
儀
に
よ
り
呪
禁
と
し
て
の
霊
力
を
さ
ら
に
高
め

よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
文
身
を
意
味
す
る
「
×
」
形
を
何
に
よ
っ
て
隠
す
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
衣
服
で
あ
ろ
う
。「
匈
」
は
「
胸
」
の
初
文
で
、
胸
に
×
形
の
文
身
が
あ

る
形
で
、「
勹
」
が
人
の
側
身
形
を
表
し
て
い
る
。
白
川
博
士
は
、「
勹
」
は
身
を

か
が
め
て
い
る
人
の
側
身
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
屈
肢
葬
の
形
で
あ
る
と
い
う
。

「
文
」は
胸
に
絵
身
を
加
え
て
屍
体
を
聖
化
し
た
際
の
様
子
に
象
っ
て
い
る
。文
祖
・

文
考
・
文
母
と
い
う
の
は
す
で
に
亡
く
な
っ
た
祖
先
を
言
う
。

「
衣
」
は
甲
骨
文
を
「

」
に
つ
く
り
、
衣
の
襟
元
を
合
わ
せ
た
形
に
象
る
。

古
代
の
葬
儀
に
関
す
る
文
字
と
し
て
哀
・
衰
・
襄
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
招
魂
・

鎮
魂
に
関
わ
る
文
字
で
あ
る
。
そ
れ
で
胸
に
呪
禁
の
入
れ
墨
を
し
て
衣
で
そ
の
部

分
を
隠
す
の
で
あ
る
。
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
祀
の
霊
力
を
高
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
葬
儀
に
は
死
体
の
胸
の
入
れ
墨
と
死
者
に
着
せ
る
衣
が
祭
祀
の
大
事

な
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
白
川
博
士
の
解
釈（
20
）に
基
づ
き
「
衣
」
を
含
む
文
字
に
つ
い
て
述
べ
て

み
た
い
。「
哀
」
は
金
文
を
「

」
に
つ
く
り
、
死
者
の
衿
も
と
に
、
死
者
の
招

魂
の
た
め
に
祝
詞
を
収
め
る
器
（

）（
さ
い
）
を
加
え
た
も
の
。
衣
の
衿
を
重
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ね
て
結
び
と
め
た
形
を
示
し
た
字
が
「
卒
」
で
あ
り
、
金
文
を
「

」
に
つ
く
る
。

死
者
の
衿
元
を
結
ん
で
、
死
者
の
霊
が
迷
い
出
る
の
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。「
襄
」

は
も
と
も
と
衣
と
哇
と
二
つ
の
口
（

）
に
従
う
字
で
あ
る
。
死
者
の
衣
の
襟
元

も
と
に

を
二
つ
並
べ
、
邪
気
を
祓
う
呪
具
で
あ
る
工
を
四
つ
置
き
、
屍
体
に
邪

霊
が
取
り
付
く
の
を
防
ぐ
儀
礼
を
示
す
字
で
あ
る
。
衿
も
と
は
、
人
の
招
魂
や
魂

の
再
生
を
願
う
魂
振
り
の
儀
礼
に
最
も
重
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。「
襟
」

は
ま
た
「
衿
」
に
つ
く
る
字
で
あ
り
、
金
文
を
「

」
に
つ
く
る
。「
襟
」
の
結

び
目
に
つ
い
て
、
白
川
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
こ
は
衣
の
最
も

重
要
な
と
こ
ろ
で
、
死
喪
の
礼
の
と
き
に
は
、
そ
こ
に
祝
禱
を
収
め
る
器
で
あ
る

を
お
き
（
哀
）、
そ
こ
に
復
活
を
願
う
玉
を
お
き
（
杭か

ん

）、
衰さ
い
て
つ

（
喪
章
）
の
麻

を
加
え
（
衰
）、（

）
潼

な
み
だを
注
い
で
追
懐
し
（
か
い

）、
も
は
や
こ
と
が
終
わ
る
と
、

そ
の
交
衽
の
所
を
結
ん
だ
。
そ
の
字
が
卒
で
あ
る
。
襟
元
は
、
人
の
魂
振
り
や
招

魂
の
儀
礼
に
、
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た（
21
）」。「
襟
」
は
小
篆

を
み
る
と
「

」
で
、旧
字
は
「

」
で
あ
る
。「
金
」
を
「
禁
」
に
替
え
た
の
は
、

呪
禁
の
意
味
を
文
字
に
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。白
川
博
士
の
説
明
を
読
む
と
、

衣
が
如
何
に
死
葬
に
際
し
て
重
要
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
か
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
と

と
も
に
衣
の
下
の
胸
に
施
さ
れ
た
文
身
は
人
体
の
中
心
部
に
あ
り
、
そ
の
下
に
心

臓
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
胸
が
人
の
魂
の
あ
り
か
と
す
る
観
想
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
文
身
を
衣
で
隠
す
こ
と
に
よ
り
、
文
身
の
符
号
の
も
つ
呪

力
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
文
」
の
原
初
の
意
味
は
も
と
も
と
生
き
た
人
間
の
文
身
で
あ
る
。
文
身
が
、

生
き
た
人
間
の
文
身
が
別
に
死
葬
に
際
し
て
「
尸
」
に
も
絵
身
と
し
て
使
わ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
引
伸
義
の
文
祖
・
文
考
・
文
母
が
あ
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た

呉
其
昌
の
考
え
方
は
、「
尸
」
の
絵
身
を
「
文
」
の
原
義
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

私
は
生
き
て
い
る
人
間
の
文
身
を
モ
デ
ル
と
し
て
で
き
た
文
字
だ
と
思
う
。な
お
、

文
身
は
、生
誕
の
儀
礼
と
し
て
の
「
産
（
籥
）」、成
人
儀
礼
と
し
て
の
「
彦
（
牋
）」

な
ど
死
葬
に
際
し
て
以
外
に
も
絵
身
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
付
記
し
て
お
く
。

３
．「
文
」
字
の
成
立
に
つ
い
て

「
文
」
の
甲
骨
文
「  

 

」
は
人
の
形
と
胸
上
の
文
身
（
入
れ
墨
）
よ
り
な
る
。

私
は
、
こ
の
「
文
」
の
字
形
が
何
に
由
来
す
る
か
に
疑
問
を
も
っ
た
。
そ
れ
で
古

代
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
や
出
土
品
な
ど
を
調
査
し
た
が
、
一
向
に
そ
の
よ
う

な
形
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
鳥
越
憲
三
郎
氏
の
『
弥
生
文
化
の

源
流
考
』
掲
載
の
「
滄
源
崖
画（
22
）」（
図
版
4
）
を
み
て
、
そ
こ
に
「
文
」
字
の
形

を
し
た
人
間
の
描
画
を
見
つ
け
、「
文
」字
の
原
型
は
こ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

「
滄
源
崖
画
」
に
見
ら
れ
る
民
俗
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
察
し
て
み
る
と
、
間
違

い
な
く
古
代
南
中
国
の
貫
頭
衣
を
着
て
文
身
を
胸
に
施
し
た
人
が
「
文
」
字
の
原

型
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
に
論
証
し
た
い
と
思
う
。

（
１
）
人
間
を
表
す
字
形
の
甲
骨
文
・
金
文
に
つ
い
て

人
の
形
を
し
た
文
字
と
し
て
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は「
人
」字
で
あ
ろ
う
。「
人
」

は
甲
骨
文
を
「

 

 
  
」
に
つ
く
り
人
の
側
身
形
で
あ
る
。「
尸
（
甲
骨
文
：

 

 

 
）」

「
夷
（
金
文
：

 

 

）」「
从
（
甲
骨
文
：

 

 

）」「
北
（
甲
骨
文
：

 

 

）」
や
人

偏
の
文
字
は
「
人
」
字
の
系
統
で
あ
る
。
そ
の
他
、
人
の
側
面
形
の
文
字
と
し
て

「
兄
（
甲
骨
文
：

 

 

）」「
女
（
甲
骨
文
：

 

 

）」「
服
（
甲
骨
文
：

 

 

）」「
旡き

（
甲
骨
文
：

 

 

）」「
鬼
（
甲
骨
文
：

 

）」
な
ど
が
あ
る
。
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「
大
」
は
甲
骨
文
を
「

 

」
に
つ
く
り
、
手
足
を
広
げ
た
人
間
の
正
面
形
で

あ
る
。「
夫
（
甲
骨
文
：

 

）」「
立
（
甲
骨
文
：

 

）」「
並
（
甲
骨
文
：

 

）」

「
天
（
甲
骨
文
：

 

）」
な
ど
は
「
大
」
字
の
系
統
で
あ
る
。
そ
の
他
、「
大
」
の

系
統
と
し
て
「
異
（
甲
骨
文
：

 

）」「
疑
（
甲
骨
文
：

 

）」「
爽
（
金
文
：

 

）」「
奭
（
甲
骨
文
：

 

）」「
赤
（
甲
骨
文
：

 

）」「
舞
（
甲
骨
文
：

 

）」「

（
甲
骨
文
：

 

）」「
央
（
甲
骨
文
：

 

）」「
去
（
甲
骨
文
：

 

）」「
疾
（
甲

骨
文
：

 

）」
な
ど
が
あ
る
。

白
川
博
士
は
「
釈
文
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
文
の
下
部
が
、

左
に
あ
げ
る
大
の
字
形
の
下
部
と
極
め
て
似
た
形
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解

さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
ま
た
立
・
夫
・
亦
腋
・
夾
な
ど
の
字
形
と
比
較
し
て
も
、
容

易
に
確
か
め
う
る
こ
と
で
あ
る
。
文
は
大
の
字
形
と
比
較
す
る
と
、
特
に
胸
部
が

ひ
ろ
く
と
ら
れ
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
廣
い
胸
部
に
×
・
∨
・
○
・
横
・

 

な

ど
の
諸
形
を
加
え
た
も
の
が
文
で
あ
る（
23
）」
そ
し
て
次
の
文
字
形
を
例
と
し
て
あ
げ

て
い
る
（
図
版
5
）。

白
川
博
士
に
よ
る
と
「
文
」
が
「
大
」
の
字
形
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
考

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
文
」
の
よ
う
に
胸
部
が
広
く
逆
三

角
形
形
に
描
か
れ
た
字
形
は
「
大
」
字
の
系
統
に
は
そ
の
類
型
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
ま
た
陳
夢
家
は
「『
文
』
字
象
人
温
雅
而
立
的
姿
態
、文
即
文
雅
（『
文
』

字
は
人
が
温
雅
に
し
て
立
っ
て
い
る
姿
勢
で
、
文
は
即
ち
文
雅
で
あ
る
）」
と
述

べ
て
い
る（
24
）。
陳
夢
家
も
「
文
」
は
一
般
的
な
人
が
立
っ
て
い
る
姿
と
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
臧
克
和
氏
も
「
文
」
字
を
人
体
の
輪
郭
の
線
条
化
、
抽
象
化
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
人
間
形
の
甲
骨
文
・
金
文
は
「
大
」
字
を
典
型
と
す
る
人
間

の
正
面
形
か
、
あ
る
い
は
「
人
」
字
の
よ
う
な
人
間
の
側
身
形
に
分
類
さ
れ
る
。

上
記
の
よ
う
に
人
の
形
の
文
字
を
い
ろ
い
ろ
と
当
た
っ
て
み
て
も
、「
文
」
字
形

の
字
は
甲
骨
文
・
金
文
の
中
に
は
そ
の
類
型
が
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
文
」

は
「
人
」
や
「
大
」
と
は
別
の
類
型
に
よ
る
も
の
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
滄
源
崖
画
に
つ
い
て

中
国
雲
南
省
臨
滄
の
滄
源
崖
画
（
図
版
6（25））
は
１
９
６
５
年
に
発
見
さ
れ
た
。

約
３
０
０
０
年
前
の
新
石
器
時
代
の
後
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
滄
源
崖

画
は
複
数
あ
り
、
す
で
に
11
ヶ
所
の
岩
画
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
岩
画
に
は
多
数

の
人
間
や
高
床
式
の
建
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
描
か
れ
た
人
間
は
狩
を
し
て
い
る

姿
で
あ
っ
た
り
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
る
姿
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
人

物
像
は
裸
で
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
当
然
服
を
着
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

鳥
越
憲
三
郎
氏
は
『
雲
南
か
ら
の
道

―
日
本
人
の
ル
ー
ツ
を
探
る
』
の
中
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
が
幸
い
に
も
、
魏
志
倭
人
伝
の
記
事
を
裏
づ
け
、
貫
頭
衣
が
あ
っ
た

こ
と
を
実
証
す
る
資
料
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
は
伝
香
川
県
出
土
の
銅ど

う
た
く鐸
絵
画
に

描
か
れ
た
人
物
像
と
、雲
南
省
で
近
年
発
見
さ
れ
た
滄
源
崖
画
に
見
る
人
物
像
と
、

対
比
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
そ
の
滄
源
の
地
は
、
今
で
も
貫
頭

衣
を
着
る
ワ
族
の
古
く
か
ら
の
居
住
地
で
、
崖
画
も
彼
ら
の
祖
先
の
手
に
な
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
が
人
物
の
身
体
を
簡
単
な
三
角
形
で
描
い
て
い
る

が
、
そ
れ
は
貫
頭
衣
を
着
用
す
る
姿
の
表
現
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
銅
鐸
絵
画

に
見
る
人
物
像
も
三
角
形
で
示
さ
れ
、
表
現
は
ま
っ
た
く
共
通
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
滄
源
崖
画
は
今
か
ら
約
千
年
前（
26
）の
も
の
で
、
両
者
の
間
に
は
約
千
年
の
差

が
あ
る
が
、
同
じ
貫
頭
衣
を
つ
け
た
人
物
を
描
く
手
法
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
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八

る
で
あ
ろ
う（
27
）。」

現
在
滄
源
県
に
は
わ

族
が
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
住
居
は
高
床
式
で
あ
る
（
図

版
7
）。
高
床
式
の
建
物
は
稲
作
と
関
わ
る
建
物
で
あ
り
、
臼
に
木
の
棒
で
搗
い
て

い
る
の
は
稲
の
脱
穀
の
風
景
と
見
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
高
床
式
建
物
に

は
日
本
の
神
社
で
見
ら
れ
る
千
木
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
族
の
高
床
式
穀
倉（
28
）（
図

版
8
）
に
は
校
倉
造
り
構
造
の
も
の
が
あ
る
。
校
倉
造
り
の
建
物
は
中
国
で
は
井

干
式
建
築
と
呼
ば
れ
、
俗
称
は
木
楞
房
と
言
わ
れ
る
。
基
本
的
に
は
正
倉
院
の
校

倉
造
り
と
同
じ
構
造
で
雲
南
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
。
日
本
の
古
代
建
築
に
見
ら

れ
る
校
倉
造
り
も
古
来
の
南
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も

族
の
女
性
は
今
な
お
貫
頭
衣
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

族
の
人
々
は
滄
源
崖

画
の
時
代
か
ら
連
綿
と
こ
の
地
方
に
住
み
続
け
て
き
た
祖
先
の
末
裔
で
あ
ろ
う
。

鳥
越
憲
三
郎
氏
に
よ
る
と
「

族
は
崖
画
を
祖
先
の
世
界
を
描
い
た
も
の
と
し
て

信
仰
し
、 

毎
年
四
月
に
は
二
〜
三
千
人
の
村
び
と
が
こ
こ
を
通
っ
て
祖
先
参
り
に

や
っ
て
来
る
と
い
う（
29
）」
と
あ
る
。

（
３
）
古
代
中
国
の
貫
頭
衣
に
つ
い
て

私
は
滄
源
崖
画
に
お
け
る
「
文
」
字
形
の
人
間
像
は
貫
頭
衣
を
着
た
人
と
考
え

る
。当
時
の
布
は
現
在
の
衣
料
の
よ
う
に
軟
ら
か
く
な
く
、肩
の
左
右
が
出
っ
張
っ

た
よ
う
な
姿
に
な
り
、
そ
れ
を
腰
の
と
こ
ろ
で
紐
で
締
め
る
の
で
、
貫
頭
衣
を
着

た
人
の
胸
や
腹
の
部
分
が
逆
三
角
形
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
が
「
滄
源
崖
画
」

の
「
文
」
字
形
の
人
間
の
姿
で
あ
ろ
う
。「
滄
源
崖
画
」
以
外
に
も
四
川
珙
県
の

岩
画
・
広
西
壮チ

ワ
ン

族
自
治
区
の
左
流
域
の
岩
画（
30
）、
陰
山
岩
画（
31
）
な
ど
、
貫
頭
衣
を

着
た
人
と
見
ら
れ
る
絵
が
残
さ
れ
て
い
る
。（
図
版
9
）

ま
ず
、貫
頭
衣
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
述
べ
て
み
た
い
。

『
魏
志
』
倭
人
傳
に
日
本
列
島
に
住
ん
で
い
た
倭
人
の
衣
服
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。「
男
子
皆
露

、
以
木
緜
頭
、
其
衣
橫
幅
、
但
結
束
相
連
、

略
無
縫
。
婦
人
被
髪
屈

、
作
衣
如
單
被
、
穿
其
中
央
、
貫
頭
衣
之
（
男
子
は
皆

露ろ
か
い

し
、
木
緜
を
以
て
頭
に
招か

け
、
そ
の
衣
は
横
幅
、
た
だ
結
束
し
て
相
連
ね
、

ほ
ぼ
縫
う
こ
と
な
し
。 

婦
人
は
被
髪
屈

し
、
衣
を
作
る
こ
と
単
被
の
如
く
、

そ
の
中
央
を
穿
ち
、
頭
を
貫
き
て
之
を
衣き

る
）」。
ま
た
別
箇
所
に
「
館
有
無
與
儋

耳
・
朱
崖
（
有
無
す
る
所
、
儋
耳
・
朱
崖
と
同
じ
）」
と
あ
る
。『
漢
書
』
地
理
志

粤え
つ

地
に
「
武
帝
元
封
二
年
、
略
以
爲
儋
耳
・
珠
崖
、
民
皆
服
布
、
如
單
被
穿
其
中

央
爲
貫
頭
」
と
あ
る
。
中
国
の
海
南
島
の
儋
耳
・
朱
崖
の
人
々
と
列
島
の
倭
人
の

服
装
は
と
も
に
貫
頭
衣
で
あ
っ
た
と
い
う
。
日
本
列
島
の
倭
人
の
服
装
は
、
稲
や

高
床
式
の
建
物
と
と
も
に
南
中
国
の
人
た
ち
が
列
島
に
や
っ
て
来
た
時
持
ち
込
ん

だ
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
両
文
を
あ
わ
せ
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
。
兵
庫

県
桜
ヶ
丘
5
号
銅
鐸
や
伝
讃
岐
出
土
銅
鐸
の
袈
裟
襷
の
区
画
内
に
描
か
れ
た
絵
画

に
み
る
人
間
の
描
画
も
滄
源
崖
画
と
同
じ
く
逆
三
角
形
の
体
が
描
か
れ
て
お
り
、

貫
頭
衣
を
身
に
纏
っ
た「
文
」字
形
の
人
間
と
み
て
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う（
図

版
10
）。
こ
の
こ
と
は
日
本
列
島
の
倭
人
た
ち
が
、
ご
く
一
般
的
に
貫
頭
衣
を
身

に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

鳥
越
氏
に
よ
る
と
「
例
え
ば
猪
熊
兼
繁
が
『
古
代
の
服
飾
』
で
述
べ
て
い
る
貫

頭
衣
は
、
一
幅
の
布
の
真
ん
中
を
縦
に
裁
ち
目
を
き
り
、
こ
れ
か
ら
頭
を
貫
き
、

両
ワ
キ
を
つ
づ
り
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。
だ
が
倭
族
に
属
す
る
ワ
族
・
ラ
ワ

族
・
カ
レ
ン
族
の
貫
頭
衣
は
、
す
べ
て
の
小
幅
の
布
二
枚
を
つ
な
ぎ
、
頭
を
入
れ

る
中
央
の
部
分
だ
け
縫
わ
ず
に
開
け
る
も
の
が
あ
る（
32
）」
と
述
べ
て
お
り
、
古
代
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九

の
貫
頭
衣
と
は
作
成
法
に
若
干
の
差
が
あ
る
。
猪
熊
氏
が
図
示
し
た
古
代
の
貫
頭

衣
は
図
版
11（33）の
よ
う
な
形
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
魏
志
』
倭
人
傳
に
い
う
貫
頭
衣

に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
図
よ
り
見
る
と
、
着
衣
の
肩
の
部
分
の
形
が
斜

め
下
に
下
が
っ
て
い
る
所
が
「  

 

」
字
と
同
じ
形
に
な
る
。

『
南
斉
書
』
扶
南
国
の
条
に
「
女
爲
貫
頭
（
女
は
貫
頭
と
為
す
）」
と
あ
り
、『
後

漢
書
』
南
蛮
伝
に
「
元
始
二
年
、
日
南
之
南
黃
支
國
來
獻
犀
牛
。
凡
交
阯
所
統
、

雖
置
郡
縣
、
而
言
語
各
異
、
重
譯
乃
通
。
人
如
禽
獸
、
長
幼
無
別
。
項
髻
徒
跣
、

以
布
貫
頭
而
著
之
。（
元
始
二
年
〈
Ａ
Ｄ
２
年
〉、
日
南
の
南
の
黄
支
国
来
り
て
犀

牛
を
献
ず
。
凡
そ
交
阯
統
る
所
、
郡
県
を
置
く
と
雖
も
、
言
語
は
各
異
な
り
、
訳

を
重
ね
て
乃
ち
通
ず
。
人
は
禽
獣
の
如
く
、
長
幼
別
無
し
。
項う

な
じに
髻
あ
り
徒は

跣だ
し

に

し
て
、布
を
以
て
頭
を
貫
き
て
之
を
著
る
）」と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

古
代
中
国
の
南
方
に
お
い
て
貫
頭
衣
が
広
い
地
域
で
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
貫
頭
衣
は
高
床
式
住
居
に
住
む
人
に
の
み
見
ら
れ
る
衣
服
の
習
慣
で
あ
る
。

滄
源
県
の

族
・
海
南
島
朱
崖
の
黎リ

ー

族
・
タ
イ
の
カ
レ
ン
族
・
ラ
ワ
族
（

族
と

同
族
と
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
で
は
今
で
も
貫
頭
衣
を
着
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
高
床
式
住
居
に
住
む
人
た
ち
で
あ
る
。
カ
レ
ン
族
・
ラ
ワ
族
は
も
と
南

中
国
に
い
た
民
族
が
移
動
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
（
図
版
12（34））。

朱
芳
圃
は
「
文
」
に
つ
い
て
「
文
即
文
身
之
文
、象
人
正
立
形
、胸
即
之
/
×
ヽ

∪

、
即
刻
畫
之
文
飾
也
。『
禮
紀
』
王
制
：「
東
方
曰
夷
。
被
髪
文
身
、
有

不
火
食
矣
」
孔
疏
：
文
身
者
、謂
以
丹
青
文
飾
其
身（
35
）（
文
は
即
ち
文
身
の
文
で
あ
り
、

人
の
正
立
形
に
象
る
。
胸
即
ち
之
/
×
ヽ
∪

　

は
即
ち
刻
画
の
文
飾
な
り
。

『
禮
紀
』
王
制
：『
東
方
曰
く
夷
。
被
髪
文
身
、
火
食
を
せ
ざ
る
あ
り
』、
孔
疏
：

文
身
は
丹
青
を
以
て
其
の
身
を
文
飾
す
る
と
謂
ふ
））
と
あ
り
、『
禮
紀
』
王
制
か

ら
引
用
し
て
東
夷
の
地
域
で
生
食
を
食
べ
る
も
の
に
文
身
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。「
東
方
曰
夷
」
は
周
代
の
「
夷
」
で
あ
る
か
ら
、
中
国
の
東
海
岸

に
あ
る
夷
族
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
文
に
続
い
て
「
穀
梁
傳
哀
公
十
三
年
：『
呉
、

夷
狄
之
國
也
。
祝
髪
文
身
』（
穀
梁
傳
哀
公
十
三
年
『
呉
、
夷
狄
の
國
な
り
。
祝

髪
文
身
』）」
と
あ
り
、
呉
は
「
夷
狄
」
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、「
考
文
身
為
初

民
普
徧
之
習
俗
、
吾
族
祖
先
、
自
無
例
外
（
考
え
る
に
、
文
身
は
初
民
の
普
徧
の

習
俗
で
あ
り
、
吾わ

が
族
の
祖
先
、
自
ず
か
ら
例
外
は
な
い
）」
と
述
べ
て
い
る
。

朱
芳
圃
に
よ
る
と
、「
文
」
字
の
モ
デ
ル
は
一
般
的
な
中
国
の
民
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、東
夷
の
文
身
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
、「
文
」

字
は
東
夷
の
文
身
が
モ
デ
ル
と
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
明
確
に
そ

の
こ
と
を
断
定
し
て
い
な
い
の
で
、
真
意
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
文
」
字
は
「
大
」
や
「
人
」
の
字
形
に
属
さ
ず
、
こ
れ

ら
の
類
型
外
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
文
」
字
の
モ
デ
ル
は
古
代
殷
人
以
外
に
求

め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
厳
一
萍（
36
）は
、
穀
梁
傳
哀
公
十
三
年
の
「
祝
髪
文
身
」・『
礼

記
』
王
制
の
「
被
髪
文
身
」・『
史
記
』
越
世
家
の
「
翦
髪
文
身
」
を
文
身
の
例
に

挙
げ
て
お
り
、「
文
」
字
を
構
成
す
る
文
身
を
越
族
に
求
め
て
い
る
。
白
川
博
士

は
「
釈
文
」
の
中
で
呉
越
の
文
身
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、「
文
」
字
に
つ
い

て
は
明
確
に
そ
れ
ら
が
呉
越
の
風
俗
に
起
因
す
る
文
字
で
あ
る
と
は
述
べ
て
い
な

い
。先

に
、「
文
身
を
意
味
す
る
『
×
』
形
を
何
に
よ
っ
て
隠
す
か
と
い
う
と
、
そ

れ
は
衣
服
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
が
、「
文
」
の
甲
骨
文
「  

 

」
は
貫
頭
衣
を

着
た
人
の
正
面
形
の
胸
の
部
分
に
文
身
「
×
」
を
加
え
た
象
形
で
あ
ろ
う
。「
×
」

の
呪
禁
の
効
果
を
い
っ
そ
う
高
め
る
た
め
に
、
貫
頭
衣
と
文
身
「
×
」
を
と
も
に



「
文
」
字
の
民
俗
学
的
考
察

一
〇

描
い
た
の
が
「  

 

」
字
の
本
来
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
古
代
中
国
の
文
身
に
つ
い
て

文
身
の
「
文
」
は
入
れ
墨
を
指
し
て
お
り
、
文
身
と
は
入
れ
墨
を
し
た
身
体
と

い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
多
く
の
文
字
学
者
は
甲
骨
文
の
「  

 

」
か
ら
「
文
」

の
原
意
を
入
れ
墨
と
解
釈
し
た
。
文
身
に
つ
い
て
は
古
代
の
中
国
文
献
に
多
く
記

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
呉
越
の
文
身
で
あ
る
。
古
代
の
呉
越
及
び
日
本

列
島
の
倭
人
、
朝
鮮
半
島
の
倭
種
の
文
身
に
つ
い
て
の
文
献
の
記
述
を
列
挙
し
て

お
き
た
い
。

①
呉
越
人
の
文
身
に
つ
い
て
の
文
献

・
越
漚
、
剪
髪
文
身　
（『
逸
周
書
』
王
會
大
五
十
九
）

・  

九
疑
之
南
、
陸
事
寡
而
水
事
多
、
於
在
住
民
、
斷
髪
文
身
、
以
象
鱗
蟲　
（『
淮

南
子
』
原
道
訓
）

・
宋
人
資
章
甫
而
適
諸
越
、
越
人
斷
髮
文
身
、
無
所
用
之　
（『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
）

・
被
髪
文
身
、
錯
臂
左
袵
、
也
瓯
越
之
民　
（『
戦
国
策
』
趙
策
）

・
大
伯
端
委
以
治
周
禮
。
仲
雍
嗣
之
。
斷
髮
文
身　
（『
春
秋
左
氏
傳
』哀
公
七
年
）

・
越
王
勾
擱
、
前
髪
文
身　
（『
墨
子
』
公
孟
）

・
越
王
勾
擱
、

髪
文
身　
『
淮
南
子
』
齊
俗
訓

・
彼
越
亦
天
子
之
封
也
。
…
…
是
以
剪
髪
文
身
（『
説
苑
』
奉
使
篇
）

・
越
文
身
剪
髪
、
范
蠡
大
夫
種
出
焉　
（『
説
苑
』
善
説
篇
）

・
越
王
勾
擱
、
其
先
禹
之
苗
裔
…
…
文
身
斷
髪　
（『
史
記
』
越
世
家
）

・
太
伯
仲
雍
二
人
、
久
犇
荊
蠻
、
斷
髪
文
身
、
示
不
可
用　
（『
史
記
』
呉
世
家
）

・
斷
髪
文
身
、
被
草
萊
而
居
焉　
（『
史
記
』
越
世
家
）

・  

粤
地
…
…
其
君
禹
後
…
…
文
身
斷
髪
、
以
蛟
龍
之
害　
（『
漢
書
』
地
理
志
）

・
越
方
外
之
地
、

髪
文
身
之
民　
（『
漢
書
』
嚴
助
傳
）

・
乃
使
文
身
之
技
、水
格
鱗
蟲
、注
、服

曰
、文
身
越
人
也　
（『
漢
書
』
揚
雄
傳
）

・  

夏
后
少
康
之
子
封
於
會
稽
、
斷
髮
文
身
以
避
蛟
龍
之
害　
（『
三
國
志
』
魏
志
烏

丸
鮮
卑
東
夷
傳
）

・
種
人
、
皆
刻
畫
其
身
、
象
龍
文
、
衣
皆
著
尾　
（『
後
漢
書
』
西
南
夷
傳
）

・
男
子
有
黥
其
手
、
女
既
嫁
黥
項　
（『
唐
書
』
黠
戛
斯
傳
）

②
日
本
列
島
の
倭
人
、
朝
鮮
半
島
の
倭
種
の
文
身
に
つ
い
て
の
文
献

・  

倭
國
…
…
男
子
皆
黥
面
文
身
、
以
其
文
左
右
大
小
、
別
尊
卑
之
差　
（『
後
漢
書
』

東
夷
列
傳
）

・  

今
倭
水
人
、
好
沈
没
捕
魚
蛤
、
文
身
亦
厭
大
魚
水
禽
…
…
諸
國
文
身
各
異
、
或

左
或
右
、
或
大
或
小
、
尊
卑
有
差　
（『
三
国
志
』
魏
志
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
）

・  

弁
韓
、
今
辰
韓
人
皆
褊
頭
、
男
女
近
倭
、
亦
文
身　
（『
三
国
志
』
魏
志
烏
丸
鮮

卑
東
夷
傳
）

・
馬
韓
、
其
南
界
近
倭
、
亦
有
文
身
隅　
（『
後
漢
書
』
東
夷
列
傳
）

・
辰
韓
、
其
國
近
倭
、
故
頗
有
文
身
隅　
（『
後
漢
書
』
東
夷
列
傳
）

・
倭
隅
、
自
云
太
伯
之
後
、
俗
皆
文
身　
（『
梁
書
』
諸
夷
狄
傳
）

・
男
女
多
豈
黥
臂
、
黥
面
文
身
、
没
水
捕
魚　
（『
隋
書
』

國
傳
）

・
流
求
、
婦
人
以
豈
黥
手
、
爲
蟲
蛇
之
文　
（『
隋
書
』
流
求
傳
）

日
本
列
島
の
「
倭
人
」
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
の
「
倭
人
」
に
注
を
つ
け
た
如

淳
は
「
如
墨
委
面
」
と
記
載
し
、ま
た
『
後
漢
書
』
の
「
倭
國
王
帥
升
」
を
『
翰
苑
』

で
は
「
倭
面
上
國
王
」、『
通
典
』
北
宋
版
に
よ
る
と
「
倭
面
土
國
王
帥
升
」
と
記

載
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
倭
人
」
の
特
徴
を
「
文
身
」
と
し
た
表
現
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で
あ
る
。
日
本
列
島
の
「
倭
人
」
と
は
南
中
国
か
ら
渡
っ
て
来
た
集
団
で
あ
る
か

ら
、
当
然
南
中
国
の
呉
越
人
も
文
身
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
文
身
に

つ
い
て
の
古
代
文
献
が
呉
越
か
あ
る
い
は
日
本
列
島
の
倭
人
に
集
約
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
古
代
中
国
の
文
身
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

私
は
２
０
１
２
年
9
月
に
西
双
版
納
の
高
床
式
住
居
に
住
む
少
数
部
族
で
あ
る

哈ハ

尼ニ

族
・
タ
イ

族
・
布プ
ー

朗ラ
ン

族
な
ど
を
訪
ね
た
が
、
鳥
の
木
彫
の
あ
る
村
門
（
鳥
居
の

原
型
）・
注
連
縄
・
鬼
の
目
・
神
社
建
築
に
見
る
千ち

ぎ木
や
堅か
つ
お魚
木ぎ

、
ま
た
彼
ら
が

以
前
、
納
豆
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
豆
腐
・
赤
飯
・
生
野
菜
を
食
べ
て
い
た
こ
と
な
ど

日
本
列
島
の
古
代
の
「
倭
人
」
に
共
通
点
が
多
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。『
魏
志
』

倭
人
傳
に
も
「
倭
地
温
暖
、冬
夏
食
生
菜
（
倭
の
地
は
温
暖
、冬
夏
生
菜
を
食
す
）」

と
あ
り
、
列
島
の
倭
人
が
生
野
菜
を
食
べ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
国
の

高
床
式
住
居
に
住
む
人
の
中
で
現
在
も
生
野
菜
を
食
べ
る
風
習
が
残
っ
て
い
る

が
、
古
く
か
ら
こ
の
風
習
が
あ
る
の
は
中
国
で
は
こ
の
地
域
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

他
に
も
、
下
駄
や
草わ

ら
じ鞋
や
鵜
飼
な
ど
も
共
通
の
文
化
と
い
え
る
。

族
の
村
で
は

彼
ら
の
祖
祖
父
の
時
代
に
は
文
身
を
し
て
い
た
こ
と
も
聞
い
た
（
図
版
13（37））。
私

は
、
こ
れ
ら
を
見
て
南
中
国
に
お
い
て
高
床
式
住
居
に
住
む
古
代
人
が
日
本
列
島
の

「
倭
人
」
の
源
流
で
あ
る
こ
と
に
確
信
を
抱
い
た
。
上
記
の
中
国
の
古
文
献
の
文
身

の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
南
中
国
や
列
島
の
倭
人
な
ど
の
高
床
式
住
居
に
住
ん
だ
人
々

の
第
一
の
特
徴
は
、
文
身
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
つ
て
の
中
国
西
南
部
の
高
床

式
住
居
に
住
む
種
族
の
末
裔
た
ち
は
今
な
お
文
身
を
し
て
い
る
（
図
版
14（38））。
殷
都

に
も
文
身
は
あ
っ
た
が
、
高
床
式
住
居
に
住
む
南
中
国
の
人
達
と
の
違
い
は
、
彼

ら
が
貫
頭
衣
を
身
に
着
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
殷
代
の
文
身
も
婦
好
墓
か
ら

出
土
し
た
玉
人
（
図
版
15（39））
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
人
間
像
の
形
は
貫

頭
衣
の
図
象
と
筆
者
が
推
定
す
る
「
文
」
字
形
に
結
び
つ
か
な
い
。
殷
代
の
文
身

の
例
（
図
版
16（40））
や
周
代
の
文
身
の
例
（
図
版
17（41））
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ

れ
ら
も
ま
た
「
文
」
字
形
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

（
５
）「
文
」
の
字
源
モ
デ
ル
に
つ
い
て

甲
骨
文
は
殷
都
に
お
い
て
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
南
中
国
の
民
俗
を
題
材
と
し

て
で
き
た
文
字
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
「
南
」
で
あ
る
。「
南
」
は
甲
骨
文
を
「

 

」
に
つ
く
り
、
木
に
吊
る
し
た
楽
器
で
あ
る
銅
鼓
を
意
味
す
る
。「

」
は
甲
骨
文

を
「

 

」
に
つ
く
り
、
楽
器
の
「
南
」
を
手
に
棒
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
打

つ
様
子
に
象
る
。
苗
族
で
は
銅
鼓
の
こ
と
を
南な
ん
じ
ん任
と
い
う
。
銅
鼓
は
今
に
至
っ
て

も
少
数
民
族
の
中
で
祭
祀
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
銅
鼓
を
用
い
る
民
族
が
殷

都
か
ら
み
て
南
の
方
向
に
あ
る
部
族
な
の
で
、
東
西
南
北
の
南
の
意
が
生
じ
た
。

ま
た
「
学
（
學
）」
は
甲
骨
文
を
「

」
に
つ
く
り
、
屋
根
上
に
千
木
の
あ
る
建

物
の
形
で
あ
る
。
千
木
は
「
×
」
で
示
さ
れ
、
千
木
の
呪
能
は
こ
の
「
×
」
に
よ

る
呪
禁
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。千
木
は
高
床
式
建
物
に
固
有
の
呪
飾
で
あ
り
、

「
学
」も
ま
た
南
中
国
の
高
床
式
建
物
を
モ
デ
ル
に
し
た
文
字
で
あ
る
。「
教（
辻
）」

も
ま
た
甲
骨
文
を
「

」
に
つ
く
り
、そ
の
「
×
」
は
千
木
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、

「
学
」
と
同
じ
く
高
床
式
建
物
を
文
字
の
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
殷
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
南
中
国
の
風
俗
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
代
表
的
な
特

徴
は
殷
人
の
知
識
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
南
中
国
の
高
床
式

住
居
に
住
む
人
た
ち
が
文
身
を
し
て
い
る
こ
と
や
貫
頭
衣
を
着
て
い
た
こ
と
も
当

然
、
殷
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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図
版
6
中
央
左
の
第
一
地
点
2
区
の
岩
画
の
左
下
に
「
文
」
字
に
よ
く
似
た
大

小
の
人
間
が
14
人
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
子
供
た
ち
で
あ
ろ
う
。
上
方
に
高
床

式
建
物
が
描
か
れ
そ
の
右
に
「
×
」
が
二
つ
描
か
れ
て
あ
る
の
で
、
こ
の
「
×
」

は
千
木
で
あ
ろ
う
。
子
供
た
ち
に
混
じ
っ
て
三
人
の
大
き
な
男
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
子
供
た
ち
の
教
師
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
学
校
の
風

景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
図
版
6
の
左
上
の
雲
南
滄
源
岩
画
の
下
方
に
も
同
じ
よ

う
な
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
会
意
文
字
で
あ
る
「
学
」
字
の
指
し
示
す
風
景
に
も

極
め
て
近
い
。「
学
」
は
異
字
体
に
「
寧
」
が
あ
り
、
地
図
上
の
学
校
は
中
国
で

も
日
本
で
も
「
文
」
で
表
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
が
何
時
頃
か
ら
あ
っ
た

か
分
か
ら
な
い
が
、「
文
」「
寧
」
が
子
供
た
ち
の
教
育
に
結
び
つ
く
こ
と
は
興
味

深
い
。
ま
た
、
子
供
た
ち
の
左
上
に
描
か
れ
た
紋
様
は
蕨
手
紋
と
見
ら
れ
、
大
分

県
日
田
市
伝
東
寺
ダ
ン
ワ
ラ
古
墳
出
土
の
金き

ん
さ
く錯
鉄て
っ
た
い帯
鉤こ
う

の
蕨
手
紋
と
同
じ
構
図
の

図
形
と
見
ら
れ
る
。
蕨
手
紋
は
朝
鮮
半
島
の
伽
耶
の
出
土
物
に
も
見
ら
れ
、
南
中

国
の
文
化
の
伝
播
が
見
て
取
れ
る
。

私
は
象
形
文
字
で
あ
る
「
文
」
字
の
成
立
に
お
け
る
字
源
の
モ
デ
ル
を
南
中
国

の
高
床
式
住
居
に
住
ん
だ
古
代
の
越
人
と
考
え
る
。
古
代
越
人
の
特
徴
は
前
述
に

示
し
た
よ
う
に
文
身
と
貫
頭
衣
で
あ
る
。
古
代
中
国
に
あ
っ
て
は
、
越
人
の
高
床

式
住
居
と
貫
頭
衣
と
文
身
は
ぴ
っ
た
り
重
な
り
合
う
文
化
な
の
で
あ
る
。
越
人
の

文
身
は
古
代
の
中
国
の
文
献
に
も
頻
出
し
、
呉
越
人
を
出
自
と
す
る
日
本
列
島
の

倭
人
に
も
そ
の
特
徴
と
し
て
文
身
と
貫
頭
衣
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
前
述
の

銅
鐸
絵
画
の
人
間
描
写
も
貫
頭
衣
を
着
た
人
た
ち
に
他
な
ら
な
い
。
北
方
に
住
む

殷
人
が
南
方
に
住
む
夷
蛮
の
民
を
頭
に
浮
か
べ
た
時
に
、
文
身
と
貫
頭
衣
は
二
大

特
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、「
南
」
と
い
う
南
方
人
の
楽
器
を
も
っ
て

東
西
南
北
の
南
と
し
た
の
と
同
じ
類
推
の
方
法
で
、越
人
を
モ
デ
ル
と
し
て
「
文
」

字
を
創
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
象
形
文
字
の
創
作
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

対
象
と
な
る
も
の
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
イ
メ
ー

ジ
を
多
く
の
人
に
共
有
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、「
文
」
字
に
お
け
る
貫
頭
衣
と
文
身
に
つ
い
て
、
貫
頭
衣
が
文
身
を
秘

匿
す
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
殷
の
葬
制
に
お
い
て
絵
身
を
秘
匿
す
る

衣
に
重
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
文
」
字
が
霊
的
な
呪
能
を
も
っ
た
文
字

と
し
て
使
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
文
」
字
に
お
い
て
は
貫
頭
衣
と

文
身
が
ど
ち
ら
を
も
欠
く
こ
と
も
で
き
な
い
二
つ
の
要
素
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ

る
。
文
身
と
貫
頭
衣
は
「
文
」
字
を
構
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
組
み
合
わ
せ
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

従
来
、「
文
」
の
字
義
を
文
身
と
解
釈
し
た
も
の
は
あ
っ
た
が
、
文
身
に
加
え

て
貫
頭
衣
を
身
に
つ
け
た
人
と
解
釈
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
朱
芳
圃
・
臧
克
和
・

白
川
静
な
ど
の
文
字
学
者
は
「
文
」
の
字
形
は
一
般
的
な
人
の
正
面
形
を
指
す
も

の
と
考
え
て
き
た
。
孫
海
波
・
厳
一
萍
は
越
族
に
「
文
」
字
の
モ
デ
ル
を
求
め
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
越
人
の
貫
頭
衣
と
文
身
の
風
俗
が
「
文
」
字
に
結

実
し
た
と
考
え
た
。「
文
」
字
の
モ
デ
ル
が
他
の
甲
骨
文
に
は
見
当
た
ら
ず
、
滄

源
崖
画
の
人
間
描
写
や
銅
鐸
の
人
間
描
写
に
そ
の
形
が
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
甲
骨
文
の
「
文
」
に
は
文
身
の
文
様
の
な
い
「

」
の
字
形
も
存
し
、
そ

れ
ら
は
貫
頭
衣
を
着
た
人
を
モ
デ
ル
と
し
た
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。「
文
」

は
文
身
を
第
一
の
題
材
と
す
る
文
字
で
あ
る
か
ら
、「

」
は
貫
頭
衣
を
着
て
い

る
人
は
必
ず
文
身
を
し
て
い
る
と
い
う
観
念
の
表
れ
を
示
し
て
い
る
。

白
川
博
士
は
、「
こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
文
字
構
造
の
上
に
文
身
の
習
俗
の
證
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迹
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
解
釋
が
で
き
る
。
一
は
そ
の
造
字
の

時
代
に
お
い
て
、
そ
の
種
族
自
身
が
文
身
の
習
俗
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す

る
こ
と
、
ま
た
一
は
、
他
の
種
族
の
も
つ
文
身
の
習
俗
に
對
す
る
知
識
が
、
造
字

の
上
に
反
映
し
た
と
み
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
文
身
關
係
の
文
字

が
、
そ
の
生
活
上
極
め
て
重
要
な
意
味
を
荷
う
語
に
多
く
み
ら
れ
、
他
種
族
に
對

す
る
單
な
る
知
識
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
。
す
で

に
國
族
の
名
と
し
て
商
と
號
し
、宗
廟
に
お
い
て
先
人
を
文
督
文
考
文
母
と
よ
び
、

先
妣
を
祭
る
に
某
王
の
奭
と
い
う
な
ど
、
文
身
は
こ
の
國
に
お
い
て
貴
顯
を
聖
化

し
、
加
入
儀
禮
を
嚴
修
す
る
と
き
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
殷
族
は
、
そ
の
よ
う
な
文
身
の
俗
を
、
固
有
す
る
民
族
で
あ
っ
た
と
考
う
べ
き

で
あ
ろ
う（
42
）」
と
述
べ
、
文
身
関
係
の
文
字
の
原
義
を
殷
族
の
俗
に
求
め
て
い
る
。

確
か
に
、「
爽
」
字
に
見
ら
れ
る
死
葬
に
お
け
る
絵
身
や
加
入
儀
礼
と
し
て
の
「
産

（
籥
）」
や
「
彦
（
牋
）」
の
絵
身
は
、
私
も
白
川
博
士
の
言
う
よ
う
に
殷
の
習
俗

で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
殷
都
に
通
常
の
生
活
の
中
で
文
身
を
す
る
習
俗
が
ど

の
く
ら
い
あ
っ
た
か
は
今
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
婦
好
墓
で
出
土
し

た
文
身
の
玉
人
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
文
身
の
広
ま
り
度
合
い
は
測
り

が
た
い
。
甲
骨
文
で
は
妾（

）・
商（

）、
金
文
で
は
童（

）・
奴（

）・

（

）・
憲（

）
な
ど
が
文
身
に
関
わ
る
文
字
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
戦

争
で
奴
隷
化
し
た
人
か
あ
る
い
は
刑
罰
に
関
す
る
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字

を
考
え
て
み
る
と
、
殷
周
で
は
文
身
は
奴
隷
か
罪
人
に
加
え
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
奴
隷
や
罪
人
に
科
す
る
文
身
の
対
象
者
は
、
文
身
を
科

せ
ら
れ
る
以
前
は
文
身
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
呉
越
族

で
は
王
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
男
性
の
ほ
ぼ
全
員
が
文
身
を
し
て
い
る
と
み

て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
殷
で
は
呉
越
族
と
は
や
や
異
な
り
、
文
身
は
生
活
の

中
で
万
人
普
遍
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
呉
越
の
俗
に
は
前
述
の
よ
う

に
生
活
の
中
で
の
文
身
の
習
俗
が
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
殷
周

の
一
般
人
の
文
身
を
語
っ
た
文
献
の
記
述
は
見
な
い
。『
史
記
』
呉
太
伯
世
家
に

よ
る
と
、
太
伯
と
仲
雍
の
二
人
は
荊
蛮
の
地
に
出
奔
し
て
文
身
し
、
断
髪
し
て
荊

蛮
人
の
風
俗
に
染
ま
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
解
釈
す
る
限
り
、
周
国
の
太
伯

と
仲
雍
の
周
囲
で
は
も
と
も
と
文
身
の
習
俗
が
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
白

川
博
士
は
「
も
し
殷
族
が
沿
海
文
身
の
俗
を
も
つ
種
族
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か

れ
ら
は
早
く
中
原
に
入
り
、
諸
族
の
文
化
を
攝
容
し
て
、
そ
こ
に
發
展
的
に
獨
自

の
文
化
を
形
成
し
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う（
43
）」
と
述
べ
る
。
殷
で
は
文
身

の
内
容
も
呉
越
族
の
よ
う
な
状
態
か
ら
や
や
変
化
を
遂
げ
、
す
で
に
文
身
を
刑
罰

や
奴
隷
専
用
の
も
の
と
す
る
習
俗
に
移
行
す
る
過
程
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
甲
骨
文
創
作
の
時
に
あ
っ
て
は
貫
頭
衣
を
纏
っ
た
越
族

の
文
身
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
最
も
鮮
烈
な
文
身
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
字
源

と
し
て
「
文
」
字
が
創
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

「
文
」
の
字
源
モ
デ
ル
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
甲
骨
文
・
金
文
に

関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
字
源
解
釈
が
あ
る
が
、
あ
る
解
釈
が
通
説
化
し
て
し
ま
う

と
、あ
た
か
も
そ
れ
が
真
実
の
解
釈
で
あ
る
か
の
よ
う
に
一
人
歩
き
し
て
し
ま
う
。

甲
骨
・
金
文
の
文
字
解
釈
は
未
だ
に
多
く
が
仮
説
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
肝
に
銘

じ
て
字
源
解
釈
に
当
た
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
文
」
の
字
形
に
関
し
て
は
、
以
前
よ
り
こ
の
象
形
文
字
が
ど
の
よ
う
な
モ
デ
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ル
か
ら
で
て
き
た
か
に
つ
い
て
ず
っ
と
疑
問
を
懐
き
続
け
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
、「
滄
源
崖
画
」
を
見
て
従
来
の
考
え
が
氷
解
し
て
、
私
な
り
の
解
釈
を
見
出

し
た
。「
滄
源
崖
画
」
の
人
体
描
写
が
貫
頭
衣
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た

の
は
、
銅
鐸
絵
画
の
人
間
描
写
か
ら
の
連
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
中
国

の
文
献
を
見
て
も
、呉
越
族
の
二
大
特
徴
と
し
て
文
身
と
貫
頭
衣
を
上
げ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
が
、殷
人
か
ら
見
た
呉
越
族
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
殷
人
は
「
文
」

字
の
モ
デ
ル
を
呉
越
族
の
貫
頭
衣
と
文
身
か
ら
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
殷
人
に

と
っ
て
呉
越
族
の
文
身
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し

て
「
文
」
字
に
該
当
す
る
人
体
を
表
す
甲
骨
文
が
他
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
挙

げ
た
。

「
文
」
の
甲
骨
文
「  

 

」
の
「
×
」
は
文
身
を
表
す
こ
と
は
、
白
川
静
博
士

を
は
じ
め
と
し
て
何
人
か
の
文
字
学
者
が
既
に
そ
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。
白
川
博

士
は
、「
×
」
を
共
通
の
意
味
符
号
と
し
、
そ
の
符
号
を
含
む
「
文
」「
凶
」「
胸
」

「
爽
」
な
ど
が
系
列
文
字
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
博
士
は
、「
×
」
は
死

葬
に
際
し
て
邪
霊
が
侵
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
呪
禁
で
あ
る
と
す
る
。

「
×
」
は
漢
字
に
直
す
と
罰
で
あ
り
、
漢
音
は
「
バ
ツ
」
で
呉
音
は
「
バ
チ
」
で

あ
る
。「
バ
チ
」
は
神
に
背
い
た
時
に
「
バ
チ
が
あ
た
る
」
と
い
う
表
現
が
さ
れ

る
よ
う
に
、
呉
音
の
「
バ
チ
」
は
定
着
時
期
が
漢
音
よ
り
早
い
だ
け
に
生
活
の
中

に
根
付
い
た
民
俗
的
呪
禁
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
日
本
で
「
×
」
が
古

く
に
呪
禁
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。私
は
、そ
れ
に
加
え
て「
凶
」

の
「
×
」
形
は
隠
匿
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
力
を
増
す
と
す
る
古
代
中
国
独
自

の
考
え
方
が
あ
る
と
考
察
し
た
。
死
葬
の
際
に
文
身
の
「
×
」
形
を
隠
匿
す
る
の

は
「
衣
」
で
あ
る
。
隠
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
×
」
の
呪
力
を
高
め
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。「
×
」
形
と
衣
は
古
代
中
国
の
葬
制
に
お
け
る
二
つ
の
重
要
な
ア

イ
テ
ム
で
あ
る
。
殷
代
に
行
わ
れ
た
葬
制
に
お
け
る
絵
身
と
衣
と
越
族
に
お
け
る

文
身
と
貫
頭
衣
の
関
係
は
相
関
的
で
あ
り
、
越
族
の
文
身
と
貫
頭
衣
の
方
が
原
初

的
な
形
で
あ
る
。「
文
」
字
の
創
作
意
図
は
、「
×
」
形
を
は
じ
め
と
し
た
文
身
と

そ
れ
を
隠
匿
す
る
貫
頭
衣
を
図
象
と
し
て
構
想
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
古
代
人
の
発
想
に
古
代
中
国
独
特
の
宗
教
観
や
美
意
識

を
感
じ
る
。
ま
た
、「
文
」
字
の
モ
デ
ル
は
日
本
列
島
の
倭
人
の
源
流
で
あ
る
南

中
国
の
高
床
式
住
居
に
住
む
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
、日
本
の
人
に
伝
え
た
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
人
の
祖
先
が
「
文
」
字
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
を
２
０
１
４
年
の
12
月
6
日
に
漢
字
学
研
究
会
で
口
頭
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。「
滄
源
崖
画
」
の
人
物
像
が
貫
頭
衣
を
着
た
人
と
は
限
ら
な
い
、
ま
た

そ
の
人
物
像
が
服
を
着
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
或
い
は
、「  

 

」
は

貫
頭
衣
を
着
た
人
と
す
る
な
ら
ば
、「
×
」
は
貫
頭
衣
の
下
に
隠
れ
る
は
ず
で
あ

る
か
ら
お
か
し
い
、
な
ど
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は

今
後
も
研
究
課
題
と
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
漢
字
学
研
究
会
の
各
先

生
方
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
、
書
き
直
し
た
と
こ
ろ
も
い
つ
か
あ
る
。
大
形
徹
先

生
・
末
次
信
行
先
生
・
村
上
幸
造
先
生
・
馬
越
靖
史
先
生
・
佐
藤
信
弥
先
生
・
山

田
祟
仁
先
生
に
は
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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張家坡西周遺址出土陶文和骨器文字
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図版 6

云南沧源岩画

原始村寨图

第六地点６区

第一地点２区

猎牛馴牛岩画 云南沧源岩画
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図版 8

滄源 族の高床式穀倉（校倉）

壁の校木

図版 9

図版 7

滄源崖画にみる屋根の鳥

图 1-6 出岩画之
－编号为 405 的
出岩画、人像着

贯头衣、 腿之间

的是芾、也就是蔽
膝的另称、对生殖

器的保护作用是非
常明显的

族の貫頭衣姿の脱穀風景

族の村落
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図版 11

猪
熊
兼
繁
氏
が
図
示
し
た
貫
頭
衣
（
拠
『
古
代
の
服
装
』）

図版 10

兵庫県桜ヶ丘５号鐸弥生中期　神戸市立考古館

伝香川県出土弥生中期　文化庁
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図版 12

（上右）ポー・カレン族の未婚女性の貫頭衣
（上左）ポー・カレン族の既婚女性の貫頭衣
（下左）海東村 族の女性の貫頭衣
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図版 12

（上右）貫頭衣のラワ族の女性
（上左）  スゴー・カレン族の男性の貫

頭衣

（下右）  スゴー・カレン族の未婚女性
の貫頭衣

（下左）  スゴー・カレン族の既婚女性
の貫頭衣
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図版 15

カレン族の男子の入れ墨 独龍族の女性の入れ墨（伍金貴氏提供）

沖縄女性の手の甲の入れ墨

玉人

台湾タイヤル族の女性の入れ墨

族の女身
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