
　
最
近
「
民
族
文
化
」
や
「
民
族
の
交
化
遺
産
」
、
に
づ
い
て
廣
く
論
ぜ
ら
れ
て

　
い
る
。
そ
れ
は
我
々
が
直
面
し
て
い
る
日
本
民
族
の
危
機
と
い
う
切
實
な
現
實

の
中
か
ち
生
れ
て
き
た
課
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
．
「
東
洋
の
す
ぐ
れ
た
財
寳
で
あ
り
、
世
界
の
詩
の
な
か
で
も
最
も

す
ぐ
れ
た
も
の
」
一
つ
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
わ
が
國
の
卒
安
朝
以
來
、
熱
心
に

　
學
ば
れ
、
國
文
墨
上
に
も
は
か
り
知
れ
ぬ
貢
献
を
し
て
き
た
唐
代
の
詩
は
、
た

　
穿
に
中
國
民
族
の
す
ば
ら
し
い
文
化
遣
産
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
・
わ
れ
わ
れ

　
日
本
民
族
の
文
化
遣
塵
と
い
つ
て
も
い
Σ
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

　
唐
代
の
詩
の
う
ち
、
殊
に
す
ぐ
れ
た
盛
唐
期
の
詩
入
を
中
心
と
す
る
「
新
唐
詩

　
選
」
が
吉
川
幸
次
郎
、
三
好
達
治
の
爾
氏
に
よ
つ
て
出
さ
れ
た
こ
と
は
喜
ぶ
べ

き
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
は
前
後
二
篇
か
ら
成
り
、
前
篇
は
吉
川
氏
が
專
門
の
立
場
か
ら
「
主
と
　
　
一

し
て
そ
の
訓
詰
を
」
後
篇
は
三
好
氏
が
「
そ
の
味
い
方
」
を
詩
人
の
立
場
か
ら
　
8
3

説
か
れ
て
い
る
。
爾
氏
が
唐
詩
を
新
し
く
選
ば
れ
た
の
は
こ
れ
を
「
わ
が
國
の
　
　
一

　
若
い
世
代
の
入
た
ち
に
近
づ
け
る
」
た
め
で
あ
る
。
從
つ
て
本
書
は
從
來
の
解

　
読
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
無
味
乾
燥
な
も
の
で
は
な
く
い
準
易
に
興
味
ふ
か
く

　
作
品
を
読
明
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
バ
ル
ザ
ッ
ク

の
繹
本
を
徹
宥
讃
み
上
げ
る
の
に
梯
う
ほ
ど
の
努
力
」
を
漢
詩
に
彿
わ
な
い
、

し
て
「
何
か
近
づ
き
難
い
疎
遠
な
．
も
の
Σ
よ
う
に
考
え
る
」
入
々
に
さ
え
、
°

必
す
や
さ
わ
や
か
な
親
近
感
を
與
え
る
よ
う
な
書
物
で
あ
る
。
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
，
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
良
き
唐
詩
入
門
書
と
し
て
の
本
書
に
つ
い
て
、
素
入
の
私
に
は

　
　

@
　@
　@
薪
唐
詩
選
　
舘
副
．
幸
晦
柵
著
　
詩
の
覆
と
か
読
明
の
内
容
穆
笠
入
つ
て
何
も
い
え
な
い
の
で
、
歴
史
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
學
ぶ
者
の
一
入
と
し
て
感
想
を
記
し
た
い
。

9
　
　
　
、
　
　
　
も
　
　
．
　
　
昭
和
廿
七
年
八
月
岩
波
書
店
　
　
　
先
す
爾
氏
は
何
故
こ
の
時
代
に
唐
詩
を
若
い
世
代
に
近
づ
け
る
必
要
性
を
感

ウー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
新
書
版
　
ご
三
三
頁
　
一
・
O
O
山
　
　
　
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
好
氏
は
「
近
頃
年
少
の
讃
書
子
は
、
漢
詩
な
ど



的
　
に
親
し
も
う
」
と
し
な
い
。
　
「
優
れ
た
古
典
が
な
る
べ
く
多
く
の
機
會
に
な
る
　
　
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
情
熱
は
彼
の
自
由
律
の
長
詩
に
お
い
て
護
揮
さ
れ
「
杜

1
　
　
べ
く
多
く
の
入
々
に
讃
ま
れ
る
こ
と
が
、
次
の
時
代
を
迎
え
る
た
め
に
必
須
の
　
　
甫
の
本
領
」
を
そ
こ
に
見
出
し
得
る
。
從
つ
て
「
こ
の
小
さ
な
書
物
に
お
い
て

　
　
條
件
と
な
る
だ
ろ
う
」
そ
の
意
昧
か
ら
も
「
唐
詩
の
よ
う
な
望
み
得
る
限
り
十
　
　
も
、
そ
れ
ら
を
全
然
略
し
去
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
全
然
略
し
去
つ
て
は
、
讃
者

　
　
全
な
文
藝
作
品
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
ふ
り
か
え
ら
れ
、
い
つ
の
世
に
も
く
り
　
　
に
埼
し
て
不
親
切
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
（
杜
甫
に
甥
し
て
も
相
す
ま
ぬ
」
ど

　
　
か
え
し
愛
讃
さ
れ
て
い
顎
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
國
民
の
月
常
生
活
一
般
が
漢
　
　
し
て
「
新
婚
の
別
れ
」
と
「
茅
の
匿
の
秋
風
に
破
ら
れ
し
歎
き
」
の
二
篇
を
あ

　
　
字
文
化
か
ら
乖
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
一
般
惰
勢
の
聞
に
あ
つ
て
、
そ
う
し
　
　
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
篇
の
解
読
は
少
々
主
灘
的
と
思
わ
れ
ぬ
で
も
な
い
が
、

　
　
た
漢
隻
化
の
貧
困
化
を
．
他
面
か
ら
箋
て
防
止
し
、
或
綾
和
し
、
こ
ヂ
ま
こ
と
に
流
暢
で
印
象
的
で
あ
る
。
こ
之
私
は
現
在
の
吉
川
氏
の
姿
を
見
る

　
　
に
新
ら
し
い
韓
機
と
新
ら
し
い
生
命
と
を
與
え
て
、
こ
れ
を
豊
か
な
積
極
的
な
　
　
よ
う
な
氣
が
す
る
。
と
い
う
の
は
、
前
者
は
「
新
婚
勿
々
、
夫
を
前
線
に
邊
り

　
　
順
懸
的
な
方
向
進
路
に
ふ
り
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
い
つ
て
お
ら
れ
　
　
出
す
お
さ
な
妻
の
言
葉
と
し
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
が
、
明
ら
か
に
杜
甫
自
，

　
　
る
。
　
（
こ
の
馳
は
共
著
者
で
あ
る
吉
川
氏
屯
同
意
見
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
）
　
　
身
の
「
職
箏
を
非
難
し
た
詩
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
み
す
か
ら
の
悲
し
み
、
み

　
　
帥
ち
、
漢
字
文
化
を
藤
態
の
ま
Σ
に
維
持
し
よ
う
と
い
う
a
で
な
く
、
唐
詩
を
　
　
ナ
か
ら
の
苦
し
み
を
、
自
分
た
塁
一
入
の
悲
し
み
苦
し
み
と
し
て
は
歌
わ
す
に
・

　
　
通
じ
て
若
き
世
代
に
古
典
的
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
以
て
新
時
代
の
漢
字
文
化
　
　
゜
お
な
じ
悲
し
み
、
お
な
じ
苦
し
み
を
も
つ
人
、
々
の
詩
と
し
て
」
批
會
の
不
合
理
　
　
一
・

　
　
を
形
成
せ
ん
と
意
圖
せ
ら
れ
た
竜
の
で
、
こ
、
に
こ
そ
若
き
世
代
に
近
づ
け
る
　
　
性
を
い
き
ど
お
つ
た
詩
で
あ
る
が
、
…
戦
孚
の
危
機
に
あ
る
日
本
の
現
實
を
素
直
　
8
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，
必
要
性
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
唐
詩
の
よ
う
な
も
の
も
、
も
は
や
一
部
　
　
に
見
、
　
「
祉
會
と
政
治
に
野
す
る
は
げ
し
い
關
心
」
を
も
た
れ
る
吉
川
茂
が
、
　
　
ア

　
　
知
識
人
の
享
有
物
で
は
な
く
、
廣
汎
な
大
衆
に
理
解
せ
ら
れ
、
大
衆
に
基
盤
を
　
　
生
々
し
い
現
實
の
中
に
誠
實
に
生
き
よ
う
と
さ
れ
、
唐
詩
特
に
杜
甫
の
詩
を
通

　
　
お
い
て
こ
そ
新
時
代
に
そ
の
文
學
的
生
命
を
も
ち
う
る
の
で
あ
つ
て
、
漢
字
文
　
　
し
て
民
族
の
危
機
を
多
く
の
入
々
に
訴
え
よ
う
と
さ
れ
る
息
吹
を
感
す
る
か
ら

　
　
化
の
在
り
方
が
歴
史
の
批
到
の
前
に
大
き
く
韓
画
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
こ
　
　
で
あ
る
。
杜
甫
は
そ
の
誠
蜜
さ
の
故
に
権
力
を
の
ろ
い
、
砒
會
の
不
合
理
を
い

　
　
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
實
一
般
の
入
々
に
も
わ
か
る
よ
う
に
奉
　
　
き
ど
お
り
、
ま
た
し
い
た
げ
ら
れ
た
も
の
瓦
友
で
あ
ろ
う
と
も
し
た
。
し
か
し

　
　
明
で
面
白
い
読
明
の
仕
方
は
唐
詩
大
衆
化
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
　
　
こ
う
し
た
不
合
理
性
の
解
決
も
、
し
い
た
げ
ら
れ
た
も
の
』
解
放
も
、
時
に
皇

　
　
　
と
こ
ろ
で
本
書
で
は
杜
甫
・
李
白
が
中
心
に
な
つ
て
い
る
が
、
特
に
私
の
眼
　
　
帝
を
忠
諌
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ま
た
自
ら
政
治
家
と
な
り
「
お
の
れ
の
エ
ネ

　
　
は
杜
甫
に
そ
」
が
れ
る
。
吉
川
氏
は
、
盛
唐
の
時
代
仕
官
で
き
す
流
浪
の
族
を
　
　
ル
ギ
ー
を
入
々
に
麹
す
る
善
意
と
し
て
は
た
ら
き
か
け
」
る
こ
と
に
よ
つ
て
實

　
　
す
る
杜
甫
は
「
誠
實
な
入
格
」
の
持
主
で
あ
り
、
彼
の
「
批
會
と
政
治
に
甥
す
　
　
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
杜
甫
の
限
界
が
あ
り
、
當
時
の
就
會
的
矛
盾
の
源

　
　
る
、
は
げ
し
い
關
心
」
も
「
入
類
の
不
幸
を
い
た
み
、
そ
の
將
來
を
お
も
ん
ぱ
　
　
泉
が
唐
帝
國
の
皇
帝
を
頂
融
と
す
る
支
配
体
制
に
あ
る
こ
と
に
は
氣
付
か
な
か
　
　
曜

　
　
か
る
、
憂
世
の
心
」
も
、
ま
た
「
家
族
に
饗
す
る
こ
ま
や
か
な
愛
情
」
も
み
な
　
　
つ
た
の
で
あ
る
。
八
世
紀
の
杜
甫
に
は
や
む
を
得
数
か
つ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

　
　
そ
の
き
び
し
い
誠
實
さ
の
故
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
杜
甫
の
詩
の
情
熱
の
源
泉
」
　
　
現
在
の
日
本
民
族
の
危
機
に
甥
し
て
は
、
や
む
を
え
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。



捌
危
機
の
源
泉
が
ど
こ
に
あ
り
、
そ
の
克
服
の
た
め
に
い
か
に
な
す
ぺ
き
か
は
、
　
　
る
の
で
あ
る
。
詩
人
で
あ
る
杜
甫
の
入
間
と
そ
の
作
品
を
考
え
る
場
合
に
も
、

ま
さ
に
我
々
自
身
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
解
決
の
爲
に
も
杜
甫
と
い
う
歴
　
　
生
々
し
い
歴
史
の
場
に
お
い
て
把
握
し
て
こ
そ
虞
に
生
き
た
入
間
杜
甫
と
そ
の

史
的
入
聞
の
生
き
た
時
代
の
矛
盾
を
知
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
入
門
書
と
し
、
　
作
品
を
と
ら
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
馳
吉
川
氏
に
お
い
て
は
、
か
な
り

て
の
「
新
唐
詩
選
」
に
は
當
時
の
歴
史
的
背
景
は
ほ
と
ん
ど
の
ぺ
ら
れ
て
い
な
　
幽
に
歴
史
的
時
聞
が
無
視
さ
れ
、
現
代
化
さ
れ
す
ぎ
た
よ
う
に
思
う
が
、
ζ
れ
を

い
。
杜
甫
が
あ
れ
ほ
ど
仕
官
を
の
ぞ
ん
だ
の
に
な
か
く
つ
け
す
、
流
浪
し
な
　
　
文
學
者
の
氏
に
い
う
の
は
酷
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
危
機
の
時
期
に
お
い

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
は
何
故
か
、
こ
れ
を
安
緑
山
の
胤
に
露
し
て
し
ま
う
　
　
て
輝
け
る
文
化
遺
琵
「
唐
詩
」
に
大
き
な
役
割
を
果
さ
せ
る
た
め
に
は
、
も
っ

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
や
つ
と
朝
官
に
な
つ
た
に
も
拘
ら
す
、
ま
屯
　
　
と
積
極
的
に
文
學
者
と
歴
史
家
は
廣
く
手
を
つ
な
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

な
く
そ
れ
を
放
棄
し
た
の
は
何
故
か
、
そ
れ
を
輩
に
「
天
成
の
不
李
家
」
の
故
　
　
て
こ
そ
唐
詩
は
虞
に
大
衆
の
も
の
と
な
り
、
大
衆
の
中
に
そ
の
丈
學
的
生
命
を

に
と
い
つ
た
だ
け
で
は
飴
り
に
物
足
り
な
い
。
或
い
は
「
家
族
に
甥
す
る
こ
ま
　
　
も
ち
つ
増
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
杜
甫
が
友
た
ら
ん
と
し
た
「
し
い
た
げ
ら
れ

や
か
な
愛
情
」
と
い
わ
れ
る
時
、
當
時
の
家
族
制
度
が
當
然
考
慮
さ
る
べ
き
で
　
　
た
も
の
」
に
も
大
き
な
勇
氣
を
與
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

あ
ろ
う
。
恐
ら
く
本
書
を
讃
む
「
若
き
世
代
」
は
杜
甫
の
就
職
難
と
彼
等
の
直
　
　
唐
詩
入
門
と
し
て
の
本
書
が
爾
氏
に
よ
つ
て
出
さ
れ
た
こ
と
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
　
，

面
す
る
そ
れ
を
、
同
一
範
疇
の
も
の
と
し
て
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
　
　
で
あ
る
。
本
書
は
多
く
の
入
々
に
愛
さ
れ
讃
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
横
田
　
滋
～
　
瞬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

け
に
な
お
さ
ら
「
若
き
世
代
」
に
は
八
世
紀
の
就
職
難
の
本
質
が
要
求
せ
ら
れ
　
　
　
　
　
、
　
　
　
唖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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、
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
國
制
度
史
語
彙
の
編
纂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
　
市
定

　
　
　
昭
和
二
十
七
年
度
丈
部
省
科
學
研
究
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
國
古
歳
時
記
の
復
元
並
び
に
そ
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
守
屋
美
都
雄

ゆ
　
各
個
研
究
課
題
（
東
洋
史
）
　
　
　
　
　
中
國
中
世
の
謁
と
そ
の
祉
蓬
濟
と
の
關
係
　
鼻
開
三
郎

漢
代
史
上
甲
國
蚤
け
る
古
代
聚
の
竪
　

板
野
長
八
奮
識
罐
雛
謁
鍵
ゆ
存
在
嚢
－
專
鯉
曾
に
渠
誠

契
丹
・
蒙
古
に
お
け
る
部
族
制
の
研
究
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