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い
た
テ
ユ
ル
ク
系
部
族
で
あ
る
ハ
ラ
ジ
ユ
が
、
七
!
八
世
紀
、
ヒ
ン
ド
ゥ

l

ク
シ

ユ
山
脈
の
北
麓
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
後
表
で
は

『新
唐
書
』
謝
艇
園
俸
の
「
謝
随
居
吐
火
羅
西
南
、
本
日
漕
矩

問
、
或
日
溜
矩
、
額
慶
時
諸
詞
逮
羅
支
、

武
后
改
今
競
」
と
い
う
文
章
を
手

が
か
り
に
、

そ
こ
に
見
え
る

「釘
達
羅
支
」
と
、
い
わ
ゆ
る
ミ
お
え

hvb貨

幣
に
見
え
る
銘
誌
E
E
h
a
と
を
ハ
ラ
ジ
ュ
に
同
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
王
圏
の
起
源
を
同
部
族
に
求
め
、

併
せ
て
こ
の
爾
王
国
成
立
の
経

緯
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

都
市
と
ワ
ク
フ
の
諸
関
係

浦

f散

九

0
年
代
の
都
市
研
究
が
、
輩

一
的
な
「
イ
ス
ラ
ム
都
市
論
」
の
解
穏
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
近
年
は
個
別
都
市
の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
線
合
化

を
め
ざ
す
動
き
が
み
ら
れ
る
。
本
渡
表
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
都
市
空
間

の
形
成
・
後
展

・
衰
退
と
い
っ
た
歴
史
的
愛
化
の
原
理
を
、
エ
ジ
プ
ト
と
シ

リ
ア
の
都
市
を
例
に
議
論
し
、
愛
化
を
軸
に
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
定

的
な
都
市
定
義
に
か
わ
る
モ
デ
ル
の
提
示
を
試
み
る
。

中
近
世
の
イ
ス
ラ
ム
都
市
は
、
物
理
的
杢
聞
と
し
て
は
目
的
や
規
模
の
異

な
る
多
様
な
施
設
の
混
在

・
密
集
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
基
本
軍

位
は
、
方
形
の
ブ

ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
自
在
な
結
合
に
よ

っ
て
後
展
し
た
。

宗
数
施
設
と
維
持
運
営
の
財
源
と
し
て
の
経
済
施
設
と
を
結
び
つ
け
る
ワ
ク

フ
制
度
は
、
都
市
と
農
村
、
軍
人
の
支
配
層
と
ウ
ラ
マ
!
と
市
民
を
連
結
し
、

都
市
後
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
都
市
の
宗
教
施
設
や
経
済
施
設
の
建
設
数

を
分
析
す
る
と
、
特
定
の
都
市
や
時
代
へ
の
集
中
が
見
ら
れ
、
ワ
ク
フ
と
い

う
投
資
を
集
め
う
る
か
ど
う
か
は
都
市
の
消
長
に
影
響
し
て
い
た
。

ワ
ク
フ
を
利
用
の
卒
面
で
み
れ
ば
、
個
々
人
に
よ
る
細
分
化
さ
れ
た
利
用

に
依
捺
し
て
い
た
。
ワ
ク
フ
が
増
え
る
と
と
も
に
、
他
方
で
そ
の
牧
盆
を
め

ぐ
る
争
い
が
起
こ
り
、
管
理
者
や
吏
員
に
よ
る
ワ
ク
フ
の
私
物
化
に
よ

っ
て
、

施
設
や
都
市
が
荒
廃
す
る
。
都
市
と
ワ
ク
フ
の
関
係
を
、
建
設

・
寄
進
、
運

営

・
利
用
、
衰
退
の
三
つ

の
側
面
か
ら
検
討
し
、
む
す
び
と
し
て
、
オ
ス
マ

ン
統
治
初
期
の
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ワ
ク
フ
調
査
蓋
帳
か
ら
、
ワ
ク
フ
を
め
ぐ
る

物
と
人
々
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
構
成
す
る
。

蹄
納
と
類
推

|
|
中
図
的
思
考
様
式
を
探
る
|
|
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武

時

回

日
Eヨ

中
園
で
は
、
注
調
押
拳
が
古
く
か
ら
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
具
程
的

な
事
物
か
ら
の
錆
納
に
力
黙
が
置
か
れ
、
演
鐸
的
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と

は
稀
で
あ
っ
た
。
中
園
科
挙
史
文
献
に
お
い
て
も
、
代
表
的
な
理
論
書
と
さ

れ
る

『九
章
算
術
』
劉
徽
注
や

「
黄
帝
内
経
』
に
お
い
で
す
ら
、
演
鐸
的
な

論
誼
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
中
園
科
撃
の
理
論
的

枠
組
み
を
構
造
的
に
把
握
す
る
う
え
で
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
婦
納
の
方
法
論
に
お
け
る
思

考
様
式
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
特
色
を
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。



そ
う
し
た
方
面
で
の
研
究
に
は
、
漢
代
に
流
行
し
た
災
異
説
、
天
人
相
関

説
も
大
い
に
注
目
さ
れ
る
が
、
陰
陽
五
行
設
の
展
開
と
い
う
文
脈
で
考
察
す

る
だ
け
で
は
お
そ
ら
く
不
十
分
で
あ
る
。
自
然
界
と
人
聞
社
舎
の
聞
に
横
た

わ
る
関
係
性
を
、
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
、

自
然
撃
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

物
類
相
互
の
感
感
関
係
に
着
服
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
生
き
方
、
枇
曾
の

あ
り
方
を
考
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
類
推
と
い
う
手
法
が
活
用
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
る
緯
系
的
把
握
と
は
異
な
る
方
向
性
を
有

す
る
が
、
漢
代
以
降
の
自
然
探
究
の
理
念
形
成
に
は
、
大
き
な
作
用
を
設
揮

し
た
。
そ
こ
で
、

『准
南
子
』
『
論
衡
」
等
に
繰
り
庚
げ
ら
れ
た
論
説
を
具
健

例
と
し
て
、
障
問
納
方
式
と
り
わ
け
類
推
思
考
の
特
色
を
窺
っ
て
み
た
い
。

中
園
戦
園
時
代
に
お
け
る
正
統
継
承
の

「
形
」

平

勢

自日

隆
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正
統
の
継
承
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
ま
で
三
つ
の
遁
筋
を
論
じ
て
き
た
。

一
つ
目
は
、
周
か
ら
の
「
繕
承
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
繕
承
」

に
な
る
。
二
つ
目
が
「
夏
」
王
朝
の
復
興
で
あ
る
。
夏
↓
殿
↓
周
↓
夏
と
い

う
循
環
を
考
え
る
。
こ
の
「
形
」
は
、
王
朝
の
交
替
に
よ
る
易
姓
「
革
命
」

を
、
循
環
を
も

っ
て
説
明
す
る
。
一一一
つ
目
が
下
魁
上
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
夫

と
い
う
下
位
の
者
が
王
や
諸
侯
に
と

っ
て
替
わ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
革

命
」
を
「
形
」
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
つ
目
が
周
王
朝
、
二
つ
目
が
夏
王
朝
に
関
わ
る
が
、

三
つ
目
は
段
王
朝

に
開
わ
る
。
田
氏
の
場
合
、
み
ず
か
ら
が
殿
の
血
を
引
く
こ
と
を
「
形
」
に

し
、
そ
れ
で
下
刻
上
を
論
じ
た
。
だ
れ
で
も
上
に
な
れ
る
と
い
う
論
理
で
は

戸
h

、。

サ

hdu以
上
の
「
形
」
を
知

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
否
定
す
る
の
も
ま
た

「
形
」
に
な
る
。
た
と
え
ば
楚
は
第
二
の
夏
王
朝
の
復
興
と
第
三
の
下
刻
上

を
そ
れ
ぞ
れ
否
定
し
た
。

戦
園
時
代
に
あ

っ
て
、
「
夏
」
「
殿
」
「
周
」

一一
一
代
は
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
問
題
に
さ
れ
る
歴
史
的
領
域
が
あ
り
、
三

つ
の
筋
道
で
正
統
繕

承
を
語
る
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
的
領
域
の
支
配
の
正
賞
性
を
述
べ
る
こ
と
と

も
関
わ

っ
た
。
漢
代
に
は
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
領
域
の
遣
い
を
あ
い
ま
い
に

し
、
各
園
の
主
張
を
混
交
し
た
。
そ
の
た
め
後
代
の
注
務
か
ら
、
戦
園
時
代

の
領
域
支
配
の
正
賞
主
張
を
く
み
と
り
に
く
い
状
況
が
で
き
あ
が

っ
て
い
る
。

ハU

ア
ブ
ル
・
フ
ア
ズ
ル
自
序
を
謹
む

近

藤

ムロ・1

ア
ク
パ
ル
よ
り
八
年
と
一一
一
カ
月
後
輩
で
あ

っ
た
ア
ブ
ル

・
フ
ア
ズ
ル

(一

五
五

一
|
一

六
O
二
)
は
、
政
治
顧
問
の
重
責
を
果
た
す
と
と
も
に
、『
ア

ク
パ
ル

・
ナ
l
マ
」
『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
の
二
大
著
を
残
し
て
お
り
、
イ
ン

ド
史
上
最
大
の
歴
史
家
と
目
し
て
よ
い
。
彼
が

『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
末
尾
に

附
し
た
自
序
は
、
司
馬
蓬
が

『史
記
』
最
後
に
載
せ
た
太
史
公
自
序
を
想
起

さ
せ
る
。
司
馬
遷
の
自
序
は
自
分
一
家
の
傍
記
を
遮
べ
る
と
と
も
に
、
各
巻

の
簡
略
な
内
容
紹
介
を
骨
束
ね
た
目
次
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
に
針
し
、


