
　

現
在
に
つ
な
が
る
日
本
人
の
伝
統
的
な
暮

ら
し
の
原
点
と
言
わ
れ
る
縄
文
時
代
。
当
時

の
人
た
ち
が
月
を
ど
ん
な
ふ
う
に
眺
め
て
い

た
の
か
、
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な

中
で
縄
文
人
と
月
の
関
係
に
つ

い
て
考
察
し
た
「
月
か
ら
の
使

者
」
と
い
う
面
白
い
論
文
に
出

会
い
ま
し
た
。
縄
文
人
は
月
を
、

人
間
の
命
を
宿
す
も
の
と
し
て

信
仰
の
対
象
に
し
、
そ
の
月
と

人
間
を
つ
な
ぐ
の
が
ガ
マ
ガ
エ

ル
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
の

で
す
。
当
地
に
も
あ
る
縄
文
時

代
の
遺
跡
と
で
き
る
だ
け
関
連

づ
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
論
文
を
書
い
た
の
は
富

山
県
の
考
古
学
研
究
家
、
沖
津

実
さ
ん
。
長
野
県
富
士
見
町
の

縄
文
遺
跡
展
示
施
設
「
井
戸
尻

考
古
館
」
に
事
務
局
が
あ
る
山

麓
考
古
同
好
会
発
行
の
論
文
集

18
号
（
一
九
九
五
年
発
行
）
に

載
っ
て
い
ま
し
た
。
沖
津
さ

ん
の
論
考
の
一
番
の
特
徴
は

「
遮し

ゃ

こ

う

き

ど

ぐ

う

光
器
土
偶
は
ガ
マ
ガ
エ
ル
が

モ
デ
ル
」
と
い
う
指
摘
で
す
。

　

遮
光
器
土
偶
と
は
、
土
偶
の

頭
部
の
目
に
あ
た
る
部
分
が
、

シ
ベ
リ
ア
や
ア
ラ
ス
カ
の
エ
ス

キ
モ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が

雪
の
強
い
反
射
光
を
さ
え
ぎ
る

た
め
に
着
用
す
る
「
遮
光
器
」

の
形
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
名

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
主
に
東
日

本
か
ら
出
土
し
、
縄
文
時
代
晩

期
の
も
の
が
多
い
そ
う
で
す
。

姿
の
特
徴
は
頭
の
部
分
に
加
え
、

大
き
な
お
尻
、
乳
、
太
も
も
な

ど
女
性
を
か
た
ど
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
胴
の
部
分
に
は
文
様

が
施
さ
れ
、
朱
な
ど
で
着
色
さ

れ
た
跡
が
あ
る
も
の
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

完
全
な
状
態
で
発
見
さ
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
足
や
腕

な
ど
体
の
一
部
が
欠
け
て
い
た

り
、
切
断
さ
れ
た
状
態
で
見
つ

か
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。

多
産
や
豊
穣
を
祈
願
す
る
た
め
の
儀
式
で
土

偶
の
体
の
一
部
を
切
断
し
た
の
で
は
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
姿
な
の
で
、
宇
宙
人

の
姿
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
ま
で

あ
る
の
で
す
が
、
沖
津
実
さ
ん
は
遮
光
器
土

偶
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
東
北
地
方
の
古
代

の
呼
び
名
で
あ
る
「
蝦え

み

し夷
」
の
「
蝦
」
と
い

う
漢
字
の
意
味
が
、
ガ
マ
ガ
エ
ル
で
あ
る
こ

と
に
思
い
至
り
、
あ
る
と
き
、
土
偶
の
姿
が

ガ
マ
ガ
エ
ル
に
見
え
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ

れ
を
き
っ
か
け
に
実
際
に
ガ
マ
ガ
エ
ル
を
捕

ま
え
て
き
て
調
べ
ま
し
た
。
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さ
て
、
で
は
ガ
マ
ガ
エ
ル
と
月
が
ど
の
よ

う
に
結
び
付
く
の
で
し
ょ
う

か
。
ガ
マ
ガ
エ
ル
の
卵
か
ら
孵

化
し
た
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
カ

エ
ル
に
姿
を
変
え
る
ま
で
沖
津

さ
ん
は
観
察
を
続
け
ま
し
た
。

そ
の
過
程
で
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク

シ
の
お
な
か
の
部
分
に
、
月
の

よ
う
な
丸
い
文も

ん
よ
う様

が
見
え
る
の

に
気
付
き
ま
し
た
。

　

上
に
掲
げ
た
手
書
き
の
図

が
、
沖
津
さ
ん
が
観
察
し
た
オ

タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
お
な
か
の
部

分
の
変
遷
で
す
。
右
か
ら
十
日

目
、
十
九
日
目
、
二
十
二
日
目
。

渦
巻
き
文
か
ら
始
ま
っ
て
丸
く

な
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
黒
の
斑

点
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
た
そ

う
で
す
。

　

添
え
た
写
真
は
、
長
野
県
下

で
初
め
て
国
の
重
要
文
化
的
景

観
に
指
定
さ
れ
た
姨
捨
地
区
の

棚
田
で
見
つ
け
た
オ
タ
マ
ジ
ャ

ク
シ
の
お
な
か
で
す
。
棚
田
の

景
観
の
維
持
管
理
に
一
役
買
う

た
め
一
角
を
借
り
て
米
作
を
す

る
オ
ー
ナ
ー
の
一
人
に
私
も

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
右
端

は
田
植
え
か
ら
一
週
間
後
の
六

月
五
日
、
撮
影
し
ま
し
た
。
カ

エ
ル
の
種
類
は
よ
く
分
か
ら
な

い
の
で
す
が
、
び
っ
く
り
し
た

の
は
泥
水
か
ら
す
く
い
上
げ
て

ひ
っ
く
り
返
し
た
ら
、
渦
巻
き

文
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
さ
ら

に
驚
い
た
の
は
、
文
様
が
黄
色

で
、
光
を
浴
び
る
と
黄
金
色
に
輝
い
て
い
ま

す
。

　

こ
の
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
を
持
ち
帰
れ
ば
よ

か
っ
た
の
で
す
が
、
し
く
じ
り
ま
し
た
。
一

週
間
後
ま
た
行
っ
た
と
き
に
つ
か
ま
え
た
オ

タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
お
な
か
が
そ
の
左
の
写
真

で
す
。
渦
が
巻
い
て
い
る
様
子
が
薄
れ
、
全

体
が
黄
色
の
丸
に
な
っ
て
お
り
、
沖
津
さ
ん

が
記
録
し
た
十
九
日
目
の
腹
部
に
似
て
い
て

い
ま
す
。
一
週
間
間
を
空
け
て
捕
っ
た
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
が
同
じ
種
類
な
の
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
カ
エ

ル
の
お
な
か
に
月
の
よ
う
な
文
様
が
あ
っ
た

の
は
発
見
で
し
た
。

　

沖
津
さ
ん
は
「
観
察
に
た
け
た
縄
文
人
な

の
で
、
ガ
マ
カ
エ
ル
の
腹
に
月
が
宿
っ
て
い

る
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
考
察
し
て

い
ま
す
。
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
お
な
か
に
月

の
子
が
宿
り
、
や
が
て
人
間
の
体
に
入
っ
て

人
間
の
新
し
い
命
に
な
る
と
考
え
た
の
で
は

と
い
う
の
で
す
。
沖
津
さ
ん
は
、
月
の
満
ち

欠
け
の
周
期
と
人
間
の
女
性
の
生
理
の
周
期

が
重
な
る
こ
と
も
「
月
と
人
間
を
つ
な
ぐ
ガ

マ
ガ
エ
ル
」
と
い
う
信
仰
に
つ
な
が
っ
た
理

由
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
遮
光
器

土
偶
は
縄
文
時
代
を
代
表
す
る
土
偶
の
造
形

な
の
で
、
そ
れ
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な

い
、
か
な
り
説
得
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
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こ
う
し
た
沖
津
さ
ん
の
考
察
を
踏
ま
え
て

「
さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
」（
千
曲
市
羽

尾
、
旧
更
級
村
）
に
展
示
さ
れ
て
い
る
当
地

の
縄
文
遺
跡
を
見
直
し
ま
し
た
。
当
地
で
も

遮
光
器
土
偶
の
肩
の
部
分
の
破
片
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
右
上
の
写
真
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
上
の
遮
光
器
土
偶
は
復
元
し
た
も
の

で
す
。
棚
田
で
つ
か
ま
え
た
ガ
マ
ガ
エ
ル
の

頭
の
部
分
の
写
真
を
、
こ
の
復
元
土
偶
の
胴

体
に
載
せ
て
み
た
の
が
右
端
の
写
真
で
す
。

土
偶
の
衣
装
は
、
当
地
で
毎
年
秋
開
催
の
縄

文
ま
つ
り
で
着
用
す
る
縄
文
服
に
似
て
い
ま

す
。

　

中
央
の
土
器
の
写
真
は
、
当
地
の
主
要
縄

文
遺
跡
で
あ
る
円
光
房
遺
跡
（
旧
更
級
村
）

か
ら
出
土
し
た
土
器
で
、
こ
の
文
様
は
カ
エ

ル
の
お
な
か
の
渦
巻
き
文
に
よ
く
似
て
い
ま

す
。
両
腕
を
広
げ
た
人
間
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
ア
ー
ト
作
品
と
も
言
え
る
も
の
で
す
が
、

モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の

渦
巻
き
文
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
し
た
。

　

沖
津
さ
ん
の
論
文
の
存
在
を
知
っ
た
の

は
、
俳
人
、
宮
坂
静
生
さ
ん
の
本
「
季
語
の

誕
生
」（
岩
波
新
書
）
で
し
た
。
季
語
を
縄

文
時
代
の
人
々
の
感
性
か
ら
も
う
一
度
と
ら

え
直
そ
う
と
い
う
意
欲
的
な
内
容
で
、
読
み

終
え
、
月
を
和
歌
の
主
要
題
材
に
し
た
日
本

人
の
感
性
は
縄
文
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

本
当
に
縄
文
人
は
月
を
信
仰
し
て
い
た
の

か
、
そ
の
信
仰
の
大
本
に
は
ガ
マ
ガ
エ
ル
が

関
係
し
て
い
た
の
か
、
確
実
な
こ
と
は
ま
だ

分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
当
地
の
縄
文
人
が

今
の
暦
で
い
う
中
秋
の
と
き
は
、
鏡
台
山
か

ら
の
ぼ
る
月
を
眺
め
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い

あ
り
ま
せ
ん
。

 

「
月
と
人
を
つ
な
い
だ
ガ
マ
ガ
エ
ル
」

縄 文 人 は 月 を 信 仰 し て い た ？
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