
ノ
ジ
ェ
ポ
と
の
出
会
い
は
、
調
在
地
セ
ニ
ャ
キ
に
人
っ
て
三

8
H
の
こ
と
だ
っ
た
。
チ
ェ
ン
マ
イ
で
学
ん
だ
ば
か
り
の

使
い
慣
れ
な
い
カ
レ
ン
語
を
実
地
で
試
す
の
も
ま
だ
お
そ
る
お
そ
る
で
、
夕
方
に
は
所
在
な
く
、
共
用
の
水
場
で
洗
濯
を

し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
ノ
ジ
ェ
ポ
は
、
持
ち
前
の
好
奇
心
も
あ
っ
て
見
慣
れ
ぬ
異
邦
人
で
あ
る
私
に
近
づ
い
て
「
洗
濯

し
て
る
の
？
」
と
笑
い
か
け
て
く
れ
た
。
私
は
、
そ
の
時
点
で
咄
嵯
に
口
を
つ
い
て
出
る
カ
レ
ン
語
の
フ
レ
ー
ズ
で
い
き

な
り
「
名
前
は
な
ん
て
い
う
の
？
」
に
続
い
て
「
何
歳
に
な
る
の
？
」
と
聞
い
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
ノ
ジ
ェ
ポ
は
、
「
十

五
歳
な
の
に
、
ま
だ
ム
グ
ノ
（
未
婚
の
女
性
の
こ
と
）
な
の
。
メ
チ
ガ
ー
（
恥
ず
か
し
い
）
」
と
答
え
た
。
実
際
に
は
当
時
で
も
、

十
五
歳
で
結
婚
し
て
い
る
女
性
は
少
な
か
っ
た
。
た
だ
、
異
邦
人
と
の
会
話
で
何
を
前
提
と
す
れ
ば
よ
い
の
か
も
わ
か
ら

ず
、
お
そ
ら
く
恥
じ
ら
い
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
、
村
の
女
性
と
初
め
て
ま
と
も
に
カ
レ
ン
語
で
交
わ
し
た
会
話
だ
っ
た
。
そ
の
当
時
(
-
九
八
七
年
）
、
日
本
で

は
「
二
十
五
歳
を
す
ぎ
た
未
婚
の
女
性
は
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
」
（
l

-

十
五
日
を
す
ぎ
れ
ば
「
売
れ
残
り
」
）
と
い
う
喩
え
が
ま

だ
横
行
し
て
お
り
、
私
は
妙
に
こ
の
「
恥
ず
か
し
さ
」
を
理
解
し
た
気
に
な
り
、
親
近
感
を
覚
え
た
。
結
婚
年
齢
は
大
分

は

じ

め

に



異
な
る
に
し
て
も
、
社
会
的
な
圧
力
は
同
じ
な
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
調
在
の
中
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の

の
重
さ
は
か
な
り
異
な
る
の
だ
と
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
最
も
無
難
な
初
級
会
話
文
だ
と
思
っ
て
名
前
を

尋
ね
た
こ
と
も
、
基
本
的
な
マ
ナ
ー
を
踏
み
外
し
て
い
た
。
名
前
を
知
る
こ
と
は
相
手
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ

り
、
カ
レ
ン
の
大
人
同
士
は
、
出
会
い
頭
に
相
手
の
名
前
を
い
き
な
り
尋
ね
た
り
は
し
な
い
の
だ
。

私
が
人
類
学
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
頃
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
究
と
は
、
臆
面
も
な
く
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
自
文
化
と
か
け
離

れ
た
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
、
そ
う
し
た
「
彼
方
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
地
」
と
思
い
描

い
た
と
こ
ろ
で
調
査
を
始
め
る
と
、
言
業
も
な
か
な
か
通
じ
な
い
、
日
常
の
一
か
ら
十
ま
で
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
、
少
し
で
も
自
分
の
見
覚
え
の
あ
る
理
解
で
き
る
こ
と
を
見
つ
け
て
は
、
ほ
っ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
親

近
感
を
持
て
る
経
験
が
本
当
に
自
分
が
理
解
し
て
い
る
通
り
の
も
の
な
の
か
、
実
は
自
分
が
わ
か
り
き
っ
た
身
近
な
事
象

を
璽
ね
て
理
解
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
も
抱
く
。
こ
れ
は
、
特
に
上
述
の
よ
う

に
親
近
感
を
持
つ
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
女
性
た
ち
の
生
活
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
数
多
の
思
い
込

み
や
勘
違
い
を
経
て
、
自
分
の
身
近
な
も
の
と
対
照
さ
せ
る
と
き
に
は
、
自
分
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
も
改
め
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
調
査
期
間
中
、
私
は
自
分
自
身
の
そ
れ
ま
で
の
生
活
経
験

と
北
タ
イ
山
地
の
カ
レ
ン
の
人
々
の
生
活
と
の
遠
近
感
覚
の
と
り
方
を
試
行
錯
誤
し
て
い
た
。
そ
の
遠
近
の
往
復
作
用
は
、

人
類
学
の
他
者
理
解
が
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
今
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
類
学
的
調
査
と
い
う
営
み

自
体
が
差
異
を
め
ぐ
る
遠
近
、
同
化
と
異
化
、
差
異
と
同
位
の
た
ゆ
み
な
い
往
復
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
本
は
差

異
へ
の
こ
だ
わ
り
と
疑
問
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

本
書
は
、
北
部
タ
イ
山
地
の
カ
レ
ン
の
人
々
が
、

タ
イ
国
家
に
お
い
て
そ
の
位
置
づ
け
の
変
化
と
と
も
に
経
験
し
て
き
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た
生
活
の
変
化
を
た
だ
中
か
ら
追
う
。
そ
う
し
て
民
族
の
差
異
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ

ら
が
ど
の
よ
う
に
相
互
を
実
体
化
さ
せ
る
の
か
を
検
証
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
、
相
互
関
係
の
中
で
い
か
に
作
ら
れ
、

維
持
さ
れ
、
変
容
を
遂
げ
る
の
か
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
民
族
誌
を
通
し
て
論
じ
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
大
き
な
語
り
の
中

で
の
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
、
そ
れ
に
対
す
る
生
活
の
場
で
の
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
の
相
互
作
用
を
明
ら
か
に
し
て
い

フ
ィ
ー
ル
ド
調
在
を
始
め
た
私
の
関
心
は
、
最
初
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
調
杏
開
始
当
時

の
目
的
は
、
タ
イ
と
い
う
国
の
周
縁
に
あ
っ
て
、
め
ま
ぐ
る
し
く
生
活
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
山
地
で
、
非
タ
イ
系
の
少
数

民
族
で
あ
る
カ
レ
ン
の
人
々
の
生
活
を
、
民
族
と
宗
教
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
こ
と
だ
っ
た
。
カ
レ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
倍
教
の
自
由
は
守
ら
れ
て
い
て
も
、
国
民
国
家
の
統
合
過
程
で
、
仏
教
が
正
し
き
タ
イ
国
民

の
宗
教
と
し
て
強
化
さ
れ
る
中
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
を
受
容
し
て
い
く
こ
と
が
、
少
数
民
族
と
し
て
タ
イ
国
で
生
き
る

彼
ら
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
選
択
な
の
か
を
知
る
こ
と
が
当
初
掲
げ
た

H
的
だ
っ
た
。
カ
レ
ン
に
関
し
て
は
当
時
、
す
で

に
い
く
つ
か
優
れ
た
民
族
誌
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
祖
霊
祭
祀
が
女
性
の
生
活
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
儀
礼
生
活
の
変
動
が
女
性
の
日
常
や
社
会
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
見
当
は
つ
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
山
地
カ
レ
ン
の
儀
礼
や
社
会
生
活
に
つ
い
て
調
査
を
始
め
て
み
る
と
、
た
し
か

に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
わ
か
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
私
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ヘ
の
関
心
は
、

フ
ィ
ー
ル
ド
で
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
当
初
は
、
自
分
自
身
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
「
少
数
民
族
と
し
て
タ
イ
国
家
の
周
縁
に
生
き
る
こ
と
」

の
理
解
や
解
明
と
、
「
カ
レ
ン
の
男
で
あ
り
女
で
あ
る
こ
と
」
と
は
別
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
俄
礼
と
宗
教
実
践

の
変
化
が
女
性
の
生
活
や
位
置
づ
け
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
、
と
い
う
視
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
、

3
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調
査
を
始
め
て
か
ら
十
年
間
、
対
面
的
な
状
況
に
お
け
る
民
族
間
関
係
か
ら
、
国
家
政
策
の
中
の
少
数
民
族
、
そ
し
て
グ

ロ
ー
バ
ル
な
変
動
の
中
の
民
族
の
移
動
や
表
象
過
程
に
至
る
ま
で
、
「
民
族
」
と
い
う
差
異
が
変
遷
し
て
い
く
過
程
を
追
う

中
で
、
そ
の
変
遷
す
る
差
異
に
、
実
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
が
不
可
分
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
は
、
「
主
題
の
一
っ
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
か
ら
、
「
分
析
視
角
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
へ
の
移
行
と
言
っ
て
よ

い
（
中
谷
2
0
0
3
b
:

3
7
4
)

。
ナ
，
な
わ
ち
、
カ
レ
ン
の
民
族
と
し
て
の
あ
り
様
や
民
族
間
関
係
を
考
え
る
上
で
の
ト
ビ
ッ
ク
の

―
っ
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
、
民
族
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
の
視
点
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ヘ
、
ひ
い
て
は
、
「
差
異
」

そ
の
も
の
を
考
え
る
上
で
こ
の
上
な
い
考
察
の
場
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ヘ
、
と
移
行
し
た
。
こ
う
し
て
た
ど
っ
た
軌
跡

に
基
づ
い
て
、
私
は
こ
の
本
を
着
想
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
書
は
、
一
方
で
は
北
タ
イ
山
地
の
カ
レ
ン
と
呼
ば
れ
る
民
族
、
特
に
そ
の
女
性
た
ち
が
、
山
地
が
お
か
れ
た
よ
り
大

き
な
構
図
の
変
化
の
中
で
ど
の
よ
う
な
生
活
の
変
化
を
体
験
し
た
か
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
他
方
、
同
時
に
、
他
者
理
解

の
営
み
の
根
幹
に
あ
る
差
異
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
と
動
態
を
、
表
象
や
言
説
と
生
活
実
践
の
両
面
か
ら
考
察

す
る
議
論
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
差
異
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
民
族
誌
に

女
性
の
視
点
を
取
り
人
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
文
化
理
解
の
学
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
が
持
つ
意
義
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
心
を
持
つ
こ
と
の
な
か
っ
た
他
文
化
研
究
者
に
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
の
意
義
を
少
し
で
も
納
得
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
書
の
最
も
高
い

H
標
を
達
成
で
き
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
の
交
差
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「

0
0族
の
男
で
あ
る
こ
と
」
と
「

0
0族
の
女
で
あ
る

こ
と
」
は
し
ば
し
ば
別
々
に
語
ら
れ
る
。
一
般
に
民
族
衣
装
な
ど
の
表
象
は
、
男
性
よ
り
も
女
性
が
身
に
負
う
傾
向
が
あ
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る
。
ま
た
、
民
族
間
の
結
婚
に
つ
い
て
み
る
と
特
定
の
民
族
カ
テ
ゴ
リ
ー
同
士
の
結
婚
は
、
男
女
双
方
向
に
み
ら
れ
る
と

し
て
も
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
組
み
合
わ
せ
に
偏
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
北
タ
イ
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例

に
み
る
と
、
民
族
間
の
自
他
関
係
の
中
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。
民
族
の
表
象
や

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
民
族
間
関
係
の
中
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
性
の
二
重
規
範
は
民
族
の
境
界
面
に

お
い
て
作
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
理
解
な
し
に
は
、
「
民
族
」
の
あ
り
方
を
十
分
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
民
族
の
差
異
化
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
族
と
い
う
差
異
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差

異
は
、
語
り
に
お
い
て
も
実
践
に
お
い
て
も
相
互
に
形
成
さ
れ
持
続
す
る
。
そ
の
過
程
を
考
え
る
こ
と
で
、
二
つ
の
差
異

に
つ
い
て
の
新
し
い
知
見
に
到
達
す
る
の
で
は
な
い
か
。

差
異
は
支
配
と
権
力
関
係
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
作
用
す
る
場
と
な
る
。
そ
の
中
で
、
究
極
に
差
異
化

さ
れ
、
他
者
化
さ
れ
る
の
が
こ
こ
で
は
山
地
の
女
性
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
差
異
は
、
支
配
と
権
力
関

係
の
基
盤
と
な
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
山
地
の
少
数
民
族
は
、
さ
ら
に
は
そ
の
女
性
た
ち
は
、
こ
の
差
異
の
構
造
の
中

で
圧
倒
的
な
権
力
関
係
に
支
配
さ
れ
る
ば
か
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
こ
の
差
異
化
の
支
配
構
造
の
中
で
相
互
に

麒
鮒
も
あ
る
権
力
関
係
の
重
な
り
か
ら
、
彼
女
た
ち
が
応
答
す
る
隙
間
を
見
出
し
て
い
く
実
践
を
民
族
誌
的
に
描
き
出
し
、

差
異
そ
の
も
の
を
、
多
重
の
差
異
化
の
最
も
外
縁
あ
る
い
は
底
辺
か
ら
問
い
直
す
。
権
力
の
側
か
ら
の
作
川
と
し
て
の
差

異
は
、
支
配
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
、
支
配
の
装
置
で
あ
る
が
、
他
方
で

8
常
実
践
に
お
い
て
つ
な
が
り
の
契
機
に
な
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
差
異
化
に
よ
る
支
配
の
関
係
が
歴
然
と
し
た
も
の
で
も
、
実
践
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
つ
な
が

り
を
作
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う

8
常
実
践
に
注

H
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
、
差
異
の
権
力
性
に
と
ら
わ
れ
た
分
析
者
と
し

て
の
私
た
ち
の
理
解
・
視
点
を
と
き
ほ
ぐ
す
可
能
性
を
持
っ
た
実
践
を
、
彼
ら
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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今
―
つ
考
え
た
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
調
在
開
始
当
時
、
「
山
地
民
族
」
は
観
光
産
業
に
動
員
さ
れ
、
可
視
化
さ
れ
、
商

品
化
さ
れ
始
め
て
い
た
。
鮮
や
か
な
民
族
衣
装
の
女
性
た
ち
の
写
真
を
多
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
山
地
の
女

性
た
ち
が
都
市
の
売
春
に
関
わ
る
事
例
は
増
え
、
メ
デ
ィ
ア
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
山
地
の
女
性

た
ち
を
支
援
す
る
宗
教
組
織
な
ど
を
中
心
と
す
る

N
G
o
活
動
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
だ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
私
自
身
が
山
地
で
出
会
っ
た
女
性
た
ち
の
生
活
は
、
周
囲
に
実
際
に
売
春
に
関
わ
る
事
例
が
少
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
「
山
地
の
女
性
の
現
実
」
と
は
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
む
し
ろ
、
男
性
が

こ
ま
め
に
働
き
、
両
親
や
姉
妹
た
ち
が
近
く
に
暮
ら
し
続
け
る
女
性
の
生
活
は
、
望
ま
し
く
思
え
る
面
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
こ
う
し
た
山
地
女
性
の
多
重
の
現
実
に
直
面
す
る
中
で
、
そ
も
そ
も
豊
か
な
日
本
で
暮
ら
す
私
に
と
っ
て
、
タ
イ
の

山
の
人
々
、
特
に
女
性
た
ち
の
生
活
を
知
り
、
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
私
と
彼
ら
の
関
わ
り
と
は
何
な

の
か
。
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
タ
イ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
内
外
の
交
錯
す
る
ま
な

ざ
し
を
と
き
ほ
ぐ
し
、
そ
の
中
に
私
自
身
や
、
私
の
調
壺
対
象
で
あ
る
山
地
の
女
性
た
ち
と
を
相
互
に
位
置
づ
け
る
よ
う

な
つ
な
が
り
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
北
タ
イ
山
地
の
少
数
民
族
は
、
観
光
、
市
場
、
開
発
、
メ
デ
ィ
ア
、
あ
る
い
は
市
民
運
動
や
先

住
民
運
動
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
研
究
者
と
し
て
私
が
ど
の
よ
う
に
語
る
か
と
い
う
こ

と
と
も
不
可
分
で
あ
る
。
一
方
、
私
自
身
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
私
を
と
り
ま
く
プ
ロ
セ
ス
は
、

研
究
の
文
脈
に
限
ら
ず
、
経
済
・
政
治
・
文
化
の
多
重
の
文
脈
で
彼
ら
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
多
重
な

差
異
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
な
が
ら
、
つ
な
が
っ
て
も
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
つ
な
が
り
の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。

三
部
に
わ
た
る
各
章
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
序
章
で
、
ま
ず
民
族
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
類
学
の
中
に
、
全
体
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の
目
的
と
視
座
を
位
置
づ
け
、
議
論
の
枠
組
を
提
示
す
る
。

つ
づ
い
て
、
第
一
部
で
は
、
舞
台
と
な
る
北
部
タ
イ
山
地
に
お
け
る
「
民
族
」
と
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
差
異
の
形

成
、
す
な
わ
ち
「
山
地
民
族
（
チ
ャ
オ
・
カ
オ
）
カ
レ
ン
」
や
「
山
地
民
族
女
性
」
を
め
ぐ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
表
象
や
ま
な

ざ
し
の
変
遷
を
追
う
。
タ
イ
に
お
い
て
山
地
少
数
民
族
が
周
縁
の
「
他
者
」
と
し
て
位
骰
づ
け
ら
れ
て
き
た
過
程
に
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
、
特
に
女
性
に
向
け
ら
れ
る
視
線
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
を
考
察
し
、
カ
レ
ン
と
呼
ば
れ
る
人
々
を

対
象
と
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
語
り
や
議
論
の
展
開
を
検
証
す
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
私
自
身
の
調
資
開
始

時
か
ら
今
ま
で
の
調
査
地
セ
ニ
ャ
キ
の
生
活
の
変
化
に
ふ
れ
な
が
ら
、
舞
台
と
な
る
北
タ
イ
山
地
に
お
け
る
民
族
間
関
係

や
近
年
の
移
動
の
文
脈
を
理
解
す
る
た
め
に
、
調
壺
地
と
ム
ラ
を
と
り
ま
く
冊
界
と
の
関
わ
り
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
す

る
。
第
二
章
で
は
、
「
山
地
民
族
カ
レ
ン
」
が
生
ま
れ
て
き
た
過
程
を
、
政
策
の
変
遷
や
、
山
地
を
め
ぐ
る
言
説
の
形
成
、

山
地
研
究
の
変
遷
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
特
に
近
年
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
き
た
人
々
自
身
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
こ
れ

に
応
答
し
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
論
じ
る
。
第
三
章
で
は
、
山
地
を
中
心
と
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
語
り
を
、
よ
り
大
き
な

文
脈
の
中
で
位
置
づ
け
て
論
じ
る
。
こ
れ
ま
で
の
タ
イ
の
、
特
に
山
地
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
振
り
返
り
、
「
タ
イ
の
女

性
・
タ
イ
の
男
性
」
に
向
け
ら
れ
た
外
か
ら
の
視
線
、
タ
イ
国
内
に
お
い
て
周
縁
の
「
山
地
民
族
女
性
」
に
向
け
ら
れ
る

視
線
の
重
層
性
に
着
目
す
る
。

第
二
部
か
ら
は
、
調
在
村
に
人
り
、
カ
レ
ン
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
日
常
実
践
に
視
線
を
移
す
。
一
且
山
地
カ
レ
ン
の
生

活
世
界
に
没
人
し
、
衣
食
住
を
含
む
生
活
世
界
の
展
開
の
中
で
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
カ
レ
ン
の
女
性
・
カ
レ
ン
の

男
性
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
過
程
を
描
く
。
衣
食
住
と
い
う
日
々
の
生
活
の
基
盤
や
、

B
常
と
は
別
の
次
元
に
あ
り

な
が
ら
日
常
に
大
き
く
関
与
す
る
儀
礼
、
そ
し
て
人
々
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
、
調
査
を
開
始
し
た
一
九
八

0
年
代
か
ら

近
年
ま
で
の
変
化
を
確
認
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
第
四
章
で
は
、
彼
ら
の
生
活
の
器
で
あ
る
家
の
内
外
の
空
間
的
な
配
置
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と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
社
会
関
係
に
つ
い
て
、
食
の
共
同
に
も
ふ
れ
な
が
ら
み
て
い
く
。
第
五
章
で
は
、
こ
う
し
て
描

か
れ
た
器
と
し
て
の
家
と
そ
こ
に
住
む
人
々
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
儀
礼
に
つ
い
て
記
述
し
、
こ
の
連
続
性
と
時
間

を
超
え
た
継
承
が
い
か
に
確
保
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
仕
掛
け
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
六
章
で
は
、
人
の
一
生
の

サ
イ
ク
ル
を
追
い
な
が
ら
、
カ
レ
ン
と
し
て
男
に
な
る
こ
と
、
女
に
な
る
こ
と
の
道
程
と
そ
の
変
遷
を
示
す
。

第
三
部
で
は
、
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
差
異
の
交
差
す
る
諸
相
を
、
語
り
と
実
践
の
相

互
関
係
の
中
で
論
じ
る
。
特
に
、
人
々
の
山
地
と
平
地
を
つ
な
い
だ
移
動
が
激
し
く
な
る
中
で
、
カ
レ
ン
が
他
者
と
出
会

う
局
面
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
事
象
を
と
り
あ
げ
る
。
第
七
章
で
は
、
カ
レ
ン
社
会
に
お
い
て
性
的
規
範

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
を
紹
介
し
た
上
で
、
性
的
規
範
と
実
践
を
共
有
す
る
人
々
と
、
共
有
し
な
い
人
々
と
の
交
渉

が
も
た
ら
す
現
実
と
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
、
北
部

タ
イ
山
地
に
お
け
る
民
族
間
の
婚
姻
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
考
察
し
、
特
定
の
カ
レ
ン
女
性
と
非
カ
レ
ン
男
性
の
結
婚
式
の

詳
細
を
記
述
分
析
す
る
こ
と
で
、
民
族
間
結
婚
に
お
い
て
、
民
族
の
差
異
と
境
界
が
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く

と
も
そ
の
成
立
の
と
き
に
、
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
が
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
八
章
は
、
カ
レ
ン
の

若
い
女
性
の
都
市
へ
の
移
動
経
験
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。
従
来
、
女
性
た
ち
が
規
範
を
ど
の
よ
う
に
か
い
く
ぐ
っ
て
移
動
し

て
き
た
か
を
概
観
し
た
後
、
九

0
年
代
以
降
、
激
増
し
た
都
市
へ
の
移
動
の
中
で
、
女
性
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
語
り
、
語
り
を
通
じ
て
主
体
化
す
る
か
を
分
析
す
る
。

そ
し
て
終
章
で
は
、
序
章
で
描
い
た
枠
組
に
沿
っ
て
再
度
、
議
論
を
整
理
し
て
結
論
づ
け
る
。

差
異
は
、
必
ず
し
も
権
力
や
支
配
、
不
平
等
を
内
包
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
権
力
に
よ
る
差
異
化
、
「
語
ら
れ

る
差
異
」
は
支
配
と
抑
圧
を
作
り
出
し
、
実
践
者
や
分
析
者
の
認
識
に
も
入
り
込
む
。
そ
れ
に
対
し
て
「
つ
な
が
り
」
は
、
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支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
権
力
的
視
座
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
差
異
に
よ
る
分
断
、
垂
直
的
で
固
定
的
な
関
係
を
解
体
す
る

言
葉
と
し
て
用
い
る
。
解
体
し
、
そ
こ
に
水
平
的
な
関
係
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
契
機
を
、
対
象
社
会
、
こ
こ
で
は
支
配
的

な
構
図
の
縁
辺
に
あ
る
山
地
カ
レ
ン
社
会
の
実
践
の
中
に
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
、
「
つ
な
が
り
」
の
語
彙
と
近
似
の
概
念
と
し
て
「
連
鎖
」
「
関
係
性
」
が
登
場
す
る
。
第
一
二
章
で
議
論

す
る
「
ま
な
ざ
し
の
連
鎖
」
は
、
同
一
の
女
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
で
到
底
括
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
（
た
と
え
ば
私
自
身

と
タ
イ
山
地
の
女
性
た
ち
も
含
む
）
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
関
係
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
交
差
か
ら
成
る
多
重
の
ま
な
ざ
し
の
連

鎖
の
中
で
相
互
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
章
で
用
い
る
「
関
係

性
」
は
、
カ
ー
ス
テ
ン
の

r
e
l
a
t
e
d
n
e
s
s
(
C
a
r
s
t
e
n
 1
9
9
5
,
 1
9
9
7
)

と
い
う
概
念
を
参
照
し
て
い
る
。
夫
婦
、
親
子
の
関
係
を

基
点
と
し
て
、
空
間
的
に
多
く
の
ム
ラ
を
超
え
、
時
間
的
に
は
枇
代
を
超
え
て
、
時
空
の
広
が
り
の
中
で
社
会
関
係
、
価

値
、
文
化
が
不
可
分
に
継
承
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
て
い
く
連
鎖
の
根
幹
と
な
る
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
「
家
族
」
や
「
血
縁
」
な
ど
の
語
彙
に
依
拠
せ
ず
に
、
彼
ら
自
身
が
何
を
根
拠
に
関
係
を
築
く
か
、
と
い
う
こ
と
に

注

H
す
る
。

本
書
に
お
け
る
「
つ
な
が
り
」
は
、
こ
れ
ら
二
つ
を
も
包
含
し
、
権
力
的
視
座
か
ら
規
定
さ
れ
る
垂
直
的
で
固
定
的
な

差
異
化
に
対
し
て
、
差
異
に
基
づ
く
別
の
関
係
原
理
を
作
り
出
す
実
践
を
彼
ら
の
中
に
見
出
す
た
め
の
追
標
で
あ
る
。

，
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