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人
類
の
歴
史
が
、
民
族
の
移
動
や
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
形
成
の
過
程
に
従
っ

て
、
各
世
紀
に
特
徴
的
な
風
俗
を
も
っ
て
今
日
ま
で
来
て
い
る
こ
と
は
、
誰

に
し
ろ
よ
く
知
っ
て
い
る
。
歴
史
を
縦
に
切
っ
た
一
つ
の
世
紀
の
中
で
も
、

地
球
を
横
に
ま
わ
っ
て
見
て
現
れ
る
各
国
の
風
俗
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て

一
様
で
は
な
く
、
い
つ
も
必
ず
そ
の
世
紀
の
本
質
と
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
、

そ
の
国
独
自
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
過
去
と
未
来
へ
の
諸
要
因
を
示

し
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。
風
俗
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
代
に
生
き
る
人

々
の
感
情
を
微
妙
に
反
映
し
て
い
る
か
ら
、
非
常
に
複
雑
な
性
質
を
も
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
風
俗
に
つ
い
て
話
す
価
値
や
面
白
さ
は
、
そ
の
風
俗
が
い
い

と
か
悪
い
と
か
趣
好
的
に
或
は
道
義
的
に
現
象
の
表
面
だ
け
と
り
あ
げ
る
よ
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り
も
、
寧
ろ
、
そ
う
い
う
風
俗
が
生
れ
た
の
は
何
故
か
、
ど
う
い
う
諸
関
係

が
そ
の
社
会
に
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
風
俗
が
生
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
処
ま
で
立
ち
入
っ
て
触
れ
て
行
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
夏
目
漱
石
の
「
文
学
評
論
」
は
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
を
、
当
時
の

イ
ギ
リ
ス
の
状
況
、
特
に
ロ
ン
ド
ン
風
俗
を
背
景
と
し
て
観
察
し
た
点
、
そ

し
て
、
そ
れ
を
漱
石
独
特
の
判
断
で
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
深
い
価
値
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
歴
史
に
立
っ
て
こ
の
卓
抜
な
業
績
を
見

て
感
興
を
覚
え
る
こ
と
は
、
漱
石
が
実
に
容
赦
な
く
十
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
人

士
の
俗
っ
ぽ
さ
、
軽
薄
さ
「
詩
的
に
下
等
」
で
あ
る
こ
と
を
摘
発
し
つ
つ
、

で
は
何
故
そ
ん
な
に
俗
っ
ぽ
く
て
常
識
万
能
の
鼻
も
ち
な
ら
な
さ
が
当
時
の

社
会
に
瀰
漫
び
ま
ん
し
た
か
と
い
う
原
因
に
つ
い
て
は
、
深
く
追
究
し
て
い
な
い
点
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で
あ
る
。
同
時
に
、
一
日
本
人
と
し
て
の
漱
石
自
身
が
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ

ス
を
俗
っ
ぽ
い
と
感
じ
、
下
等
だ
、
と
感
じ
る
そ
の
感
じ
か
た
に
つ
い
て
、

ど
こ
ま
で
過
去
の
儒
教
的
な
教
育
の
の
こ
り
が
自
身
の
心
持
の
底
に
作
用
し

て
い
る
か
、 
所  

謂 
い
わ
ゆ
る

文
人
的
教
養
の
趣
味
が
評
価
に
際
し
て
つ
よ
く
影
響
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
向
省
察
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
も
、
当
時
の
文
芸
批
評
と
し
て
識
見
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と

と
も
に
そ
の
主
観
的
な
限
界
を
語
っ
て
い
て
面
白
い
。

　
そ
の
文
芸
評
論
の
中
で
漱
石
は
、
デ
ィ
フ
ォ
ー
の
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル

ー
ソ
ー
」
を
批
評
し
て
い
る
。
「
詩
的
に
下
等
で
あ
る
か
ら
、
美
的
要
素
に

と
ん
だ
作
品
が
滅
多
に
少
な
い
」
時
代
「
而
も
精
力
が
充
満
し
て
活
動
の
表

現
が
欲
し
い
よ
う
な
場
合
」
の
「
無
理
想
主
義
の
十
八
世
紀
を
最
下
等
の
側
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面
よ
り
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ロ
ビ
ン
ソ

ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
「
詩
的
に
下
等
」
な
る
所
以
は
、
こ
れ
が
「
た
だ
労
働

の
小
説
で
あ
る
」
そ
し
て
「
ど
の
頁
を
あ
け
て
見
て
も
汗
の
匂
い
が
す
る
。

し
か
も
紋
切
型
に
は
道
徳
的
で
あ
る
」
か
ら
と
し
て
、
そ
れ
以
上
は
そ
の
面

を
切
り
込
ま
ず
、
作
品
を
構
成
の
点
と
文
章
の
点
か
ら
解
剖
し
て
、
遂
に
こ

の
作
品
が
ど
ん
な
に
非
芸
術
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い

る
。
漱
石
は
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
を
も
、
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
生
活
に

見
落
せ
な
い
珈
琲
店
の
有
様
と
と
も
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、 

抑  

々 

そ
も
そ
も

十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
は
何
故
ロ
ビ
ン
ソ
ン
風
の
漂
流
物
語
が
多
く

出
た
の
か
、
そ
の
こ
と
と
旺
盛
な
植
民
事
業
の
発
展
と
は
当
時
の
一
般
風
俗
、

心
理
の
中
で
ど
ん
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
最
も
機
微
に
ふ

6風俗の感受性



れ
た
点
に
は
探
り
を
入
れ
て
い
な
い
。
何
故
ま
た
作
者
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
を
た

っ
た
一
人
孤
島
に
上
陸
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
十
八
世
紀
の

作
者
デ
ィ
フ
ォ
ー
は
特
に
、
漂
着
し
て
元
も
っ
て
い
た
も
の
殆
ど
総
て
を
失

っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
を
、
生
活
の
歴
史
の
出
発
点
と
し
て
描
き
た
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
当
時
の
新
し
い
事
情
に
お
か
れ
た
イ
ギ
リ

ス
社
会
の
心
理
、
風
俗
の
中
で
ど
う
い
う
必
然
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
日
の
読
者
に
と
っ
て
最
も
注
意
を
ひ
か
れ
る
そ
れ
等
の
箇
所
に
つ
い
て
は

分
析
の
力
を
有も
た
ぬ
、
而
も
堂
々
た
る
文
学
評
論
が
漱
石
に
よ
っ
て
明
治
四

十
二
年
に
書
か
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
大
文
学
者
が
生
涯
を
通
じ
て
非
文

化
的
非
人
格
的
存
在
と
見
た
社
会
層
の
一
端
に
は
常
に
「
車
馬
丁
」
が
お
か

れ
、
他
の
一
端
に
は
「
成
金
」
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
最
も
複
雑
な
意
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味
で
当
時
の
日
本
風
俗
の
一
断
面
を
語
っ
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
日
本
の
諸
風
俗
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
は
、
つ
い
先
頃
ま
で
は

風
俗
描
写
の
小
説
を
も
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
豪
と
称
し
た
一
部
の
作
家
た

ち
を
も
瞠
若
た
ら
し
め
る
紛
糾
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
の
紛
糾
も
、
社
会
生
活
の

諸
要
素
が
、
ゆ
た
か
な
雨
と
ゆ
た
か
な
日
光
と
に
ぬ
く
め
ら
れ
て
、
一
時
に

そ
の
芽
立
ち
に
勢
立
つ
緑
濃
き
眺
め
と
云
う
よ
り
は
、
寧
ろ
、
も
っ
と
力
学

的
な
或
は
シ
ー
ソ
ー
風
な
も
の
で
、
風
俗
の
上
に
現
れ
る
あ
の
面
は
、
関
係

と
し
て
見
る
と
、
そ
の
面
の
裏
で
あ
る
と
云
え
る
よ
う
に
思
う
。

　
日
本
が
全
体
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
国
際
的
な
事
情
と
、
積
極
的
に
新
し

い
歴
史
の
時
代
に
立
と
う
と
し
て
い
る
関
係
上
、
同
じ
躍
進
の
状
態
と
云
っ

て
も
明
治
時
代
と
は
全
然
ち
が
っ
て
い
る
。
今
日
軍
需
景
気
で
絵
画
の
偽
作
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が
横
行
す
る
。
そ
れ
も
主
と
し
て
日
本
画
の
贋
物
が
多
い
と
い
う
こ
と
、
東

京
郊
外
の
畑
や
藪
が
分
譲
と
な
っ
て
お
ど
ろ
く
ば
か
り
の
売
れ
行
を
示
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
。
市
内
の
デ
パ
ー
ト
で
百
円
以
上
の
反
物
が
飾
窓
に
出
さ

れ
て
数
時
間
の
う
ち
に
売
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
角
力
と
芝
居
と
花
柳

界
の
繁
昌
は
未
曾
有
で
あ
る
が
、
歌
舞
伎
座
で
来
週
は
何
が
か
か
る
か
と
訊

く
観
客
が
出
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
然
し
現
代
風
俗
と
し
て
見
る
と
き
、

こ
れ
ら
の
現
象
は
こ
れ
だ
け
で
切
り
離
せ
ぬ
も
の
で
、
百
円
迄
の
ボ
ー
ナ
ス

も
一
割
は
公
債
で
。
オ
ー
ル
・
ス
フ
。
眼
鏡
の
つ
る
に
到
る
金
の
申
告
。
体

位
向
上
徒
歩
奨
励
、
幼
児
保
健
の
問
題
、
戦
没
者
の
母
子
寮
の
設
立
な
ど
と

全
く
背
ま
で
く
っ
つ
い
て
い
て
離
れ
ら
れ
な
い
双
生
児
の
歩
む
姿
で
あ
る
。

　
風
俗
の
心
理
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
ど
ち
ら
か
の
一
方
に
だ
け
範
囲
を
限
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っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る
二
つ

の
面
の
錯
綜
、
二
つ
の
波
頭
が
う
ち
当
っ
て
飛
沫
を
あ
げ
る
と
こ
ろ
に
生
じ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
飛
沫
も
天
へ
は
消
え
ず
自
然
下
へ
お
ち
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
に
文
化
上
の
種
々
雑
多
な
問
題
、
例
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
訳
の

「
源
氏
物
語
」
が
何
故
今
日
の
よ
う
な
売
れ
ゆ
き
を
見
せ
、
売
ら
れ
る
た
め

に
は
読
者
へ
格
別
の
説
明
な
く
原
典
の
一
部
が
削
除
さ
れ
る
か
と
い
う
現
実

の
風
俗
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
。
小
説
が
大
変
に
売
れ
る
。
そ
れ
だ
の
に
何

故
、
そ
の
売
れ
る
作
品
の
大
部
分
に
対
し
て
、
芸
術
上
、
人
間
良
心
上
の
深

い
疑
問
が
世
人
に
よ
っ
て
盛
ん
に
投
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
今
日
の
風
俗
な
の

で
あ
ろ
う
。
自
身
の
風
俗
の
支
離
滅
裂
さ
に
お
ど
ろ
く
現
代
風
俗
の
感
受
性

と
い
う
も
の
に
、
尽
き
な
い
興
味
と
教
訓
と
成
長
の
可
能
と
を
覚
え
て
い
る
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の
は
、
あ
な
が
ち
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
〔
一
九
三
九
年
五
月
〕
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