
北
タ
イ
山
地
で
住
み
込
み
調
査
を
始
め
た
の
は
、
一
九
八
七
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
の
二
十
年
間
、
タ
イ
は
開
発

と
成
長
を
経
て
経
済
危
機
を
経
験
す
る
一
方
、
国
民
国
家
統
合
へ
の
自
信
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
間
、
特
に

八
0
年
代
か
ら
九

0
年
代
を
中
心
に
、
「
山
地
民
族
」
と
し
て
再
編
さ
れ
て
い
く
過
程
に
あ
っ
た
北
タ
イ
の
「
カ
レ
ン
」
と

呼
ば
れ
る
人
々
に
焦
点
を
当
て
る
。
彼
ら
を
と
り
ま
く
政
策
や
言
説
を
背
景
に
、
日
常
的
な
生
活
実
践
の
中
で
、
民
族
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
差
異
が
ど
の
よ
う
に
交
差
し
つ
つ
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
様
態
を
描
き
、
分
析
す
る
。
民
族

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
そ
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
相
互
に
実
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
着

H
し
、
そ
の
交
差
す
る
地
点
か
ら
、
差
異

の
形
成
と
変
容
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
検
証
す
る
。
ム
ラ
の
日
常
生
活
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
だ
中
に
お
い
て
、
よ
り
広

い
地
域
の
エ
ス
ノ
ス
ケ
ー
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
上
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
差
異
の
体
系
の
も
と
で
、
人
々
の
関
係
が
、

日
常
実
践
の
繰
り
返
し
の
中
で
ど
の
よ
う
に
規
定
、
再
規
定
さ
れ
て
き
た
の
か
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
主
題
を
読
み
解

＜
枠
組
を
検
討
す
る
。
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こ
の
本
の
舞
台
と
な
る
の
は
、
タ
イ
国
家
の
地
理
的
・
社
会
的
「
周
縁
」
と
も
言
え
る
山
地
で
あ
る
。
中
央
権
力
に
よ

っ
て
少
数
民
族
が
固
縁
化
さ
れ
他
者
化
さ
れ
た
過
程
（
二
章
参
照
）
は
、
タ
イ
と
い
う
国
民
国
家
が
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程

と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
周
縁
の
経
験
を
描
く
こ
と
で
中
心
の
た
ど
っ
た
過
程
も
み
え
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
中
心
に
対
峙
す
る
周
縁
と
い
う
見
方
に
と
ど
ま
れ
ば
、
周
縁
は
あ
る
種
囲
い
込
ま
れ
た
空
間
で
し
か
な
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
心
対
周
縁
と
い
う
構
図
の
中
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
、
そ
の
構
図
で
他
含
し
き
れ
な
い
ロ
ー
カ
ル
な

場
の
動
態
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

周
縁
か
ら
中
心
が
ど
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
中
心
と
周
縁
の
構
図
を
相
対
化
す
る
ツ
ィ
ン
の

民
族
誌

(
T
s
i
n
g
1
9
9
3
)

は
、
周
縁
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
み
せ
て
く
れ
る
。
一
方
、
近
代
国
家
に
お
け
る
女
性
の
本
質

化
を
批
判
す
る
こ
と
を

H
的
と
す
る
編
著
の
中
で
、
ア
ラ
ル
コ
ン
ら
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
周
縁
と

中
心
の
対
置
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
強
化
す
る
の
で
あ
り
、
「
周
縁
か
ら
語
る
」
こ
と
は
、
現
代
の
政
治
状
況
に
お
い
て
不
可

避
に
み
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
国
民
国
家
の
言
説
に
自
ら
従
う
こ
と
に
な
る
、
と
。
そ
し
て
、
中
心
と
周
縁
の

脱
構
築
を
理
論
化
す
る
こ
と
が
、
不
可
能
な
統
合
を
可
能
に
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
(Alarc6n.
K
a
p
l
a
n
 a
n
d
 M
o
a
l
l
e
m
 1
9
9
9
:
 

6
)

。
い
ず
れ
も
、
一
方
的
に
規
定
さ
れ
た
中
心
と
周
辺
の
構
図
を
脱
す
る
こ
と
で
、
支
配
的
な
語
り
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

を
模
索
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
関
根
は
、
自
他
の
「
境
界
」
こ
そ
が
、
自
己
が
自
文
化
か
ら
解
放
さ
れ
、
他

者
と
共
振
で
き
る
場
で
あ
り
、
支
配
的
秩
序
の
「
中
心
」
に
あ
っ
た
視
点
が
、
そ
の
視
点
か
ら
は
「
周
辺
」
と
認
識
し
た

場
所
に
自
ら
移
行
し
参
入
す
る
こ
と
で
「
境
界
」
の
視
点
を
獲
得
し
、
他
者
了
解
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

空
間
と
時
間
の
と
ら
え
方
周
縁
と
変
化
を
問
う
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（
関
根
2
0
0
6
:

2
0
)

。
こ
れ
も
中
心
と
周
縁
の
語
り
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ヴ
の
主
張
で
あ
る
。

国
家
や
中
心
か
ら
の
名
づ
け
と
い
う
視
点
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
ロ
ー
カ
ル
な
場
面
に
お
け
る
実
践
を
拾
う
こ
と
。

そ
こ
で
は
、
中
心
の
支
配
的
な
言
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
差
異
の
多
元
化
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
心
と
周
縁
の
関

係
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
こ
を
外
れ
て
、
広
が
り
ゆ
く
エ
ス
ノ
ス
ケ
ー
プ
の
中
で
別
の
関
係

性
の
形
成
を
み
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

さ
て
、
儀
礼
実
践
を
中
心
と
す
る
生
活
の
変
容
を
み
た
い
、
と
カ
レ
ン
の
ム
ラ
に
調
査
に
入
っ
た
私
に
は
、
当
初
、
本

来
の
も
の
と
し
て
の
「
伝
統
」
と
、
「
近
代
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
変
化
の
産
物
と
を
よ
り
分
け
る
の
が
最
も
わ
か
り
や
す

い
見
方
だ
っ
た
。
し
か
し
、
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
現
地
の
状
況
を
み
る
に
つ
け
、
そ
う
し
た
平
た
い
歴
史
観
に
修
正
を

加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
自
身
は
そ
の
慣
習
や
俄
礼
を
、
「
祖
父
母
の
代
よ
り
も
前
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
き
た
」

と
説
明
す
る
が
、
調
査
の
中
心
と
な
っ
た
セ
ニ
ャ
キ
の
歴
史
を
聞
き
取
っ
て
み
て
も
、
ム
ラ
が
で
き
て
た
か
だ
か
四
世
代
、

一
世
紀
に
満
た
ず
、
そ
れ
以
前
は
別
の
土
地
で
展
な
る
形
の
生
業
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
彼
ら
の
慣
習

と
呼
ぶ
も
の
も
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
対
応
す
る
形
で
変
化
し
て
き
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
変
化
と
し
て
語
る
に
値
す

る
も
の
は
何
な
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
洋
社
会
科
学
の
大
理
論
に
お
け
る
時
間
の
概
念
に
つ
い
て
批
判
的
に
考
察
す
る
ア
パ
ド
ウ
ラ
イ
は
、
そ
れ
ら
理
論
が
、

あ
る
一
定
の
近
代
の
モ
メ
ン
ト
に
過
去
と
現
在
の
間
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
従
来
全
く
な
か
っ
た
よ
う
な
断
絶
が
も
た
ら
さ

れ
た
、
と
い
う
時
間
感
覚
を
私
た
ち
の
中
に
強
化
さ
せ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
伝
統
と
近
代
の
相
違
と
し
て
そ

れ
を
類
型
化
し
て
き
た
の
だ
、
と

(
A
p
p
a
d
u
r
a
i
1
9
9
6
:
 
2ー

3
)

。
こ
の
見
方
に
よ
っ
て
、
変
化
の
意
味
や
「
過
去
性
」
の
政
治

学
を
ね
じ
ま
げ
、
近
代
は
無
意
識
に
「
伝
統
」
と
い
う
「
過
去
」
を
作
り
出
し
て
き
た
の
で
あ
る

(
H
o
b
s
b
a
w
m
a
n
d
 R
a
n
g
e
r
 

(eds.) 
1
9
8
3
)

。
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近
代
へ
の
道
筋
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
も
、
否
応
な
く
一
方
向
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
場
で
み
る
変
化
は
必
ず

し
も
一
方
向
的
に
突
き
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
が
語
っ
て
聞
か
せ
る
代
々
受
け
継
い
で
き
た
慣
習
が
あ
り
、

他
方
で
、
彼
ら
の
語
り
か
ら
読
み
取
り
聞
き
取
る
生
活
の
変
容
が
あ
る
。
そ
の
両
者
に
折
り
合
い
を
つ
け
、
変
化
と
持
続

に
関
し
て
自
分
の
目
に
か
か
っ
た
バ
イ
ア
ス
を
克
服
で
き
て
い
る
の
か
。
そ
の
後
、
何
度
も
村
を
訪
れ
て
山
地
の
目
覚
ま

し
い
変
化
を
目
の
当
た
り
に
す
る
中
で
、
こ
の
問
い
を
繰
り
返
し
た
。
山
地
の
生
活
は
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な

経
済
的
あ
る
い
は
政
治
的
社
会
的
な
状
況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
時
の
流
れ
の
緩

急
は
あ
る
に
せ
よ
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
変
化
そ
の
も
の
を
相
対
的
に
と
ら
え
、
後
戻
り
で
き
な
い
変
化
が

何
で
あ
る
の
か
、
持
続
す
る
も
の
は
何
な
の
か
を
見
据
え
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
に
分
割
さ
れ
た
時
間
と
空
間
を
再
考
し
た
い
。

差
異
へ
の
こ
だ
わ
り

差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
他
文
化
理
解
の
学
と
し
て
の
人
類
学
に
お
い
て
常
に
核
を
成
し
て
き
た
。
し
か
し
近
年
の
人

類
学
で
は
、
文
化
と
差
異
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
根
本
か
ら
問
わ
れ
、
逆
転
し
て
き
た
。
無
垢
な
る
差
異
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文

化
の
中
で
文
脈
づ
け
る
、
と
い
う
他
文
化
理
解
が
前
提
と
す
る
、
実
体
と
し
て
の
文
化
へ
の
徹
底
的
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。

あ
た
か
も
実
体
の
よ
う
に
文
化
を
語
る
こ
と
に
よ
り
「
特
定
文
化
」
に
内
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
隠
蔽
し
て
し
ま
い
、

な
さ
れ
る
べ
き
探
究
そ
の
も
の
を
阻
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
古
典
的
な
人
類
学
に
お
け
る
文
化
と

個
人
に
関
す
る
考
え
方
で
言
え
ば
、
文
化
は
個
人
に
先
ん
じ
て
存
在
し
、
個
人
は
特
定
の
文
化
的
文
脈
の
中
で
社
会
化
さ

れ
る
。
こ
の
見
方
の
背
後
に
は
、
文
化
間
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
差
異
に
こ
だ
わ
る
一
方
で
、
文
化
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
部
の

差
異
に
つ
い
て
目
を
閉
ざ
し
て
き
た
人
類
学
の
文
化
理
解
が
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
社
会
と
個
人
の
相
互
構
築
や
ア
イ
デ
ン
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テ
イ
テ
ィ
獲
得
・
形
成
の
過
程
は
理
解
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
今
、
差
異
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
良
い
の
か
。
ア
パ
ド
ウ
ラ
イ
は
、
文
化
の
対
象
化
を

匝
避
す
る
た
め
に
も
、
む
し
ろ
形
容
詞
と
し
て
の
「
文
化
的
」
を
用
い
て
、
状
況
限
定
的
に
意
味
あ
る
差
異
を
強
調
す
る

こ
と
で
、
実
践
、
区
別
、
概
念
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
モ
ノ
の
文
化
的
次
元
を
と
ら
え
る
と
い
う
方
向
を
示
す
。
そ
こ
で
、

何
ら
か
の
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
動
貝
す
る
た
め
に
強
調
さ
れ
る
差
異
を
文
化
的
差
異
と
す
る

(
A
p
p
a
d
u
r
a
i

1
9
9
6
:
 1
2ー

3
)

。
ナ
リ
が
5

わ
心
キ
っ
芋
仁
卑
六
に
加
四
ら
か
の
意
図
性
・
目
的
性
が
付
与
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
体
と
し
て
の
文
化
と
い
う

理
解
か
ら
、
差
異
の
次
元
と
し
て
の
文
化
、
と
い
う
理
解
に
転
じ
、
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
明
瞭
化
す
る
た
め
に

動
員
さ
れ
る
差
異
を
自
然
化
す
る
過
程
と
し
て
の
文
化
、
と
い
う
考
え
方
を
提
示
す
る

(
A
p
p
a
d
u
r
a
i
1
9
9
6
:
 1
4
-
5
)

。
こ
こ

で
は
文
化
、
あ
る
い
は
差
異
は
差
異
化
の
た
め
の
道
具
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
民
族
概
念
と
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
考
え

る
際
に
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
文
化
的
実
践
は
、
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
差
異
と
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
根
拠
と

な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
差
異
、
あ
る
い
は
文
化
の
相
互
形
成
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
差
異
の
日
的
を
差
異
化
に
お
く

と
い
う
の
は
、
同
語
反
復
で
あ
る
。
そ
の
同
語
反
復
を
逃
れ
る
に
は
、
現
実
の
差
異
を
帯
び
た
身
体
の
出
会
い
に
こ
だ
わ

る
こ
と
が
一
っ
の
方
途
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
他
者
性
と
は
、
決
し
て
「
民
族
」
な
ど
と
い
う
単
一

の
差
異
の
み
で
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
差
異
が
幾
璽
に
も
重
な
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
お
い
て
も
、
一
九
八

0
年
代
半
ば
ま
で
、
特
定
文
化
固
有
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
モ
デ
ル
を
提
示
す
る

こ
と
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
民
族
誌
の
主
眼

H
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
民
族
誌
が
本
質
主
義
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
文
化
の
葛
藤
や

不
定
形
性
が
着

H
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
も
、
人
種
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
階
層
や
そ
れ
以
外
の
意

味
あ
る
差
異
が
ど
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
変
容
さ
せ
る
の
か
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
が
他
の
差
異
や
不
平
等
の
諸
関
係
か
ら
全
く
独
立
し
て
成
り
立
つ
こ
と
も
、
そ
う
し
た
他
の
差
異
の
言
説
の
外
に
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存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な
差
異
が
優
先
さ
れ
る
か
は
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一
切
前
提
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

(
M
o
o
r
e
1
9
9
4
:
 2
0ー

3
)

。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
多
重
の
言
説
が
錯
綜
し
、
文
脈
や
特
定
の

個
人
に
お
い
て
も
変
化
し
う
る
こ
と
を
理
論
化
し
な
が
ら
現
実
の
中
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
人
類
学

は
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
差
異
へ
の
情
熱
』

(
M
o
o
r
e
1
9
9
4
)

の
中
で
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
人
類
学
者
ム
ー
ア
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
差
異
が
必
ず
し
も
他
の
差
異
に
優
先
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
階
級
や
民
族
、
人
種
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
そ
の

他
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
の
中
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
前
提
を
受
け
て
中
谷
と
宇

田
川
は
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
差
異
が
そ
の
他
の
差
異
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
こ
そ
意
味
を
持

っ
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
間
い
を
あ
ら
た
め
て
投

げ
か
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
人
類
学
の
課
題
は
、
こ
の
問
い
を
本
質
主
義
的
問

い
か
け
に
は
し
な
い
形
で
、
な
お
か
つ
多
様
な
社
会
の
現
実
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」
（
中
谷
ふ
子
田
川
2
0
0
7
:

3
7
3
)

。
こ
の
提
案
に
賛
同
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
差
異
を
理

解
す
る
こ
と
で
、
文
化
・
社
会
的
な
差
異
の
問
題
自
体
へ
、
相
互
照
射
的
に
理
解
を
も
た
ら
す
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
可
能

性
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
根
源
的
な
差
異
の
研
究
と
し
て
、
人
類
学
の
根
本
命
題
に

直
接
切
り
込
む
も
の
に
な
る
は
ず
だ
。

こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
多
重
の
差
異
の
関
係
を
生
き
る
人
々
の
日
常
的
な
実
践
を
出
発
点
と
す
る
。
カ
レ
ン
と
呼
ば

れ
る
人
々
に
つ
い
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
実
践
と
多
璽
に
彼
ら
を
巻
き
込
む
言
説
と
の
相
互
関
係
の
中
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
民

族
と
い
う
差
異
が
、
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
い
か
に
相
互
に
実
体
化
さ
れ
強
化
さ
れ
る
か
、
そ
の
様
態
を
見
極
め
る
こ
と
が

第
一
の
目
標
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
標
の
向
こ
う
に
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
差
異
を
相
対
化
し
、
乗
り
越
え
る
道
を
見
据
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え
た
い
。
差
異
に
お
け
る
権
力
関
係
の
み
で
は
な
い
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
、
さ
ら
に
は
語
る
私
自
身
と
彼
ら
の
つ
な

が
り
を
見
出
す
こ
と
を

H
指
し
た
い
。
こ
こ
で
「
つ
な
が
り
」
と
い
う
言
菓
は
、
こ
の
よ
う
に
、
差
異
を
帯
び
て
人
々
が

出
会
う
場
面
に
お
け
る
、
権
力
関
係
と
は
異
な
る
関
係
性
へ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
た
め
に
用
い
る
。
以
下
で
は
、
民
族

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
と
そ
の
交
差
の
様
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

八
0
年
代
後
半
以
来
の
人
類
学
に
お
け
る
徹
底
的
な
本
質
主
義
批
判
を
経
て
、
民
族
論
も
も
は
や
過
去
の
議
論
と
な
っ

た
観
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
実
体
論
一
辺
倒
で
民
族
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
。
上
か
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

「
名
づ
け
」
あ
る
い
は
「
呼
び
か
け
」
と
下
か
ら
の
「
名
乗
り
」
ま
た
は
「
応
答
」
の
相
互
関
係
と
い
う
構
図
の
中
で
理

解
す
る
な
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
民
族
と
い
う
差
異
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
生
成
し
、
交
差
し
、
相
互
構
築
し
合
う
の
か
。

具
体
的
な
検
証
は
、
言
説
と
日
常
的
な
実
践
の
場
の
両
方
か
ら
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
あ
え
て
民
族
を
問

題
に
す
る
の
は
、
ま
さ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
民
族
の
差
異
が
実
践
に
お
い
て
意
識
化
さ
れ
、
あ
る
い
は

言
説
に
お
い
て
強
化
さ
れ
る
そ
の
過
程
を
見
定
め
た
い
か
ら
で
あ
る
。

民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
論
ず
る
上
で
、
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

第
一
は
、
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
差
異
の
体
系
を
構
成
す
る
概
念
と
し
て
持
っ
て
き
た
、
あ
る
近
似
し
た
陥
穿

で
あ
り
、
分
析
概
念
に
関
わ
る
。
第
二
に
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
連
な
る
、
他
者
と
の
出
会
い
と
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
論
じ
る
議
論
で
あ
り
、
言
説
に
関
わ
る
。
航
海
、
移
動
、
旅
行
、
植
民
地
支
配
が
展
開
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な

時
空
の
中
で
、
西
洋
と
非
西
洋
、
支
配
者
と
被
支
配
者
、
旅
行
者
と
現
地
人
が
出
会
う
場
面
、
権
力
関
係
が
赤
裸
々
に
介
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在
す
る
場
面
で
、
支
配
者
側
が
他
者
を
描
く
と
き
に
自
他
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ

れ
て
き
た
の
か
。
人
種
や
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
他
民
族
の
女
性
が
ど
の
よ

う
に
他
者
と
し
て
性
的
に
想
像
さ
れ
て
き
た
か
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
交

差
の
様
態
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
他
者
化
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
人
々
自
身
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
差
異

を
身
に
帯
び
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
カ
レ
ン
の
女
性
と
な
る
の
か
、
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の

か
、
ど
こ
で
差
異
が
差
異
と
し
て
重
要
に
な
る
の
か
、
と
い
う
実
践
の
中
で
の
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。
本
書
は
、

第
一
、
第
二
の
点
に

H
を
配
り
つ
つ
、
主
目
的
と
し
て
は
こ
の
第
三
の
レ
ベ
ル
を
論
じ
る
。
以
下
で
は
こ
の
三
点
に
つ
い

て
順
に
み
て
い
こ
う
。

ま
ず
第
一
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
を
論
じ
る
上
で
乗
り
越
え
る
べ
き
陥
穿
で
あ
る
。
実
体

論
的
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
論
を
解
休
す
る
議
論
の
中
で
、
近
代
に
お
い
て
、
特
に
国
民
国
家
形
成
の
過
程
で
こ
そ
文
化
を
担
う

民
族
と
い
う
実
体
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
国
民
国
家
建
設
過
程
で
、
家
族
・
親
族
・
民
族
な
ど
、

小
さ
く
親
密
な
集
団
を
結
束
さ
せ
る
引
力
と
し
て
、
「
血
」
の
共
有
や
、
土
地
の
同
源
な
ど
に
よ
っ
て
原
初
的
な
感
情
を
喚

起
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
根
拠
に
強
い
集
団
感
情
を
動
員
す
る
。
つ
ま
り
近
代
国
家
は
、
自
ら
が
否
定
す
る
よ
う
な

非
近
代
的
な
原
初
性
の
論
理
に
実
は
大
き
く
依
存
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
思

い
描
く
「
集
団
」
感
情
の
ベ
ー
ス
に
、
血
や

t
の
共
有
に
よ
る
「
自
然
」
化
さ
れ
た
集
団
が
消
し
が
た
く
存
在
し
た
こ
と

で
あ
る

(
A
p
p
a
d
u
r
a
i
1
9
9
6
:
 
1
4
6
)

。
上
か
ら
描
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
民
族
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
過
程
の
産
物
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
集
団
が
国
民
国
家
に
と
り
こ
ま
れ
、
ま
た
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
こ
う
し
た
集
団
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
。

そ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
社
会
分
類
と
し
て
の
民
族
が
、
抗
し
が
た
い
力
を
持
っ
て
社
会
生
活
を
突
き
動

か
す
実
体
の
よ
う
に
誤
認
さ
れ
る
。
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カ
レ
ン
社
会
の
民
族
間
結
婚
に
つ
い
て
語
る
上
で
、
「
血
」
と
民
族
の
境
界
を
と
り
ざ
た
し
て
き
た
の
は
観
察
者
で
あ
り
、

当
事
者
の
口
か
ら
、
結
婚
相
手
の
選
択
の
基
準
と
し
て
「
血
」
が
云
々
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
七
章
）
。
身
体
に
よ
り
近
い

隠
喩
に
よ
っ
て
感
情
が
喚
起
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
集
団
や
社
会
関
係
の
あ
る
べ
き
姿
が
規
範
化
さ
れ
る
の
は
、
文

化
以
前
の
自
然
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
知
識
と
力
の
レ
ジ
ー
ム
の
結
果
で
あ
り
、
分
析
者
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る

(
Y
a
n
a
g
i
s
a
k
o
 a
n
d
 D
e
l
a
n
e
y
 1
9
9
5
)

。
「
血
紘
5

が
締
～
え
る
」
「
悪
い
血
が
混
ざ
る
」
な
ど
、
血
の
継
承
は
私
た
ち
に
と
っ
て
強

い
感
情
を
動
員
し
、
境
界
性
と
差
異
を
生
み
出
す
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
を
と
り
ま
く
歴
史
的

に
構
築
さ
れ
た
知
識
と
力
の
レ
ジ
ー
ム
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
民
族
論
の
趨
勢
は
、
と
う
に
実
体

論
か
ら
状
況
論
へ
と
移
行
し
た
観
が
あ
る
の
に
、
い
つ
ま
で
も
実
体
論
に
足
を
と
ら
れ
る
の
は
、
私
た
ち
自
身
が
そ
う
し

た
知
の
レ
ジ
ー
ム
か
ら
な
か
な
か
脱
却
で
き
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

一
方
、
人
類
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
、
生
物
学
的
性
差
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
か
ら
、
社
会
・
文
化
的
に
規
定

さ
れ
る
性
差
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
分
離
し
て
議
論
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
論
者
は

こ
れ
に
よ
っ
て
、
身
体
性
を
媒
介
に
し
て
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
然
で
、
所
与
の
も
の
で
永
遠
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
せ
よ

う
と
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抗
し
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
が
産
み
育
て
る
性
で
あ
る
と
い
う

「
生
物
学
的
事
実
」
を
文
化
／
社
会
的
事
実
か
ら
切
り
離
し
て
、
個
別
の
文
化
事
象
以
前
の
す
べ
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
体
系

に
お
け
る
中
心
的
説
明
原
理
と
す
る
自
明
の
前
提
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
（
山
崎
1
9
8
7
)

。
親
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
類

学
的
理
解
に
潜
む
こ
う
し
た
前
提
を
問
い
直
し
た
の
が
、
コ
リ
ア
ー
と
ヤ
ナ
ギ
サ
コ
で
あ
る

(Collier
a
n
d
 Y
 an
a
g
i
s
a
k
o
 

(eds.) 
1
9
8
7
)

。
四
況
族
研
究
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
も
、
人
間
の
生
殖
に
基
づ
く
男
女
の
役
割
と
い
う
「
生
物
学
的
事
実
」
を

当
然
の
大
前
提
と
し
て
き
た
が
、
す
べ
て
の
社
会
で
男
で
あ
り
女
で
あ
る
こ
と
の
説
明
と
意
味
づ
け
を
当
然
の
よ
う
に
、

か
つ
暗
黙
に
生
殖
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
問
題
と
す
べ
き
事
柄
を
前
提
に
し
て
し
ま
う
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
、
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
二
つ
の
差
異
の
体
系
は
、
い
ず
れ
も
「
自
然
」
化
さ
れ
た
事
実
を
暗
に
抱

え
込
み
実
は
そ
こ
に
依
拠
し
て
い
な
が
ら
、
表
面
上
は
そ
の
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
で
概
念
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
‘
-
H一
切
り
離
し
た
は
ず
の
「
生
物
学
的
」
根
拠
に
由
来
す
る
原
初
性
が
つ
き
ま
と
う
概
念
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
が
社
会
生
活
か
ら
政
治
権
力
ま
で
、
社
会
の
多
重
な
レ
ベ
ル
に
浸
透
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
す
る
。

民
族
境
界
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
論
じ
る
上
で
の
第
二
の
問
題
は
、
こ
の
二
つ
の
差
異
が
交
差
す
る
と
こ

ろ
で
生
じ
る
、
自
他
の
出
会
い
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
他
者
構
築
で
あ
る
。
征
服
・
侵
略
的
に
西
洋
と
非
西
洋

が
出
会
う
場
に
お
け
る
自
他
関
係
、
特
に
そ
の
表
象
に
つ
い
て
は
近
年
、
民
族
や
人
種
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
相
互
構

築
性
が
議
論
さ
れ
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
根
本
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
、
か
つ
性
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
こ
と
が

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
冒
険
先
で
出
会
う
人
々
を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
他
者
と
し
、
他
者
を
女
性
化
し
、

他
者
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
想
像
力
を
か
き
た
て
ら
れ
た

(
M
a
n
d
e
r
s
o
n
a
n
d
 Jolly 1
9
9
7
:
 
1ー

2
)

。
西
洋
に
よ
る
侵
出
・

侵
略
の
対
象
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
は
、
女
性
化
さ
れ
、
か
つ
性
的
に
過
剰
・
豊
穣
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
欲
望
と
忌
避
の
不
可
思
議
な
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
を
そ
の
未
開
と
放
埒
、
非
道
徳
的
な
性

の
風
習
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
非
難
し
、
自
ら
の
性
的
名
誉
や
道
徳
を
よ
き
も
の
と
し
て
守
り
、
こ
れ
を
性
も
含
む
侵
略

の
口
実
と
し
て
き
た
。
集
団
の
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
他
者
•
他
民
族
を
性
的
に
異
な
る
劣
位
な
も
の
、
自
ら
を
正
し

く
規
範
的
な
も
の
と
見
な
し
、
他
者
は
過
度
に
性
的
、
あ
る
い
は
逆
に
性
的
に
貧
困
、
異
常
、
危
険
と
さ
れ
、
他
者
な
る

女
性
は
過
剰
に
性
的
な
者
と
し
て
誘
惑
的
に
描
か
れ
た
。
し
か
も
、
他
者
の
性
と
の
関
わ
り
に
は
権
力
の
非
対
称
に
基
づ
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＜
―
-
重
規
範
が
存
在
す
る
。
白
人
女
性
へ
の
他
者
男
性
に
よ
る
侵
略
は
許
さ
な
い
一
方
、
白
人
男
性
に
よ
る
他
者
女
性
と

関
わ
る
越
境
行
為
は
不
問
に
付
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
自
他
の
境
界
と
差
異
の
認
識
は
、
欲
望
と
忌
避
、
魅
惑
と
嫌
悪

の
両
方
を
喚
起
す
る
。
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
と
エ
ロ
チ
ッ
ク
が
相
互
構
築
さ
れ

(
N
a
g
e
l
2
0
0
3
:
 
Jolly 1
9
9
7
:
 
9
9
)

、
性
と
政
治
の

権
力
関
係
が
絡
む
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ス
ト
ラ
ー
は
、
サ
イ
ー
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
オ
リ
エ
ン
ト
ヘ
の
ま
な
ざ
し
の
中
で
西
洋
近
代
が
自
己
の
ア
イ

デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
ヘ
向
け
ら
れ
た
性
的
な
ま
な
ざ
し
が
、
西
洋
自
身
の
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
だ
と
論
ず
る

(
S
t
o
l
e
r
1
9
9
5
;
 
S
a
i
d
 1
9
7
8
)

。
他
者
の
性
的
過
剰
と
豊
穣
の
描
写

そ
の
も
の
が
、
自
己
の
欲
望
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
映
し
出
す
鏡
だ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
ト
ラ
ー
が
批

判
す
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
西
洋
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
に
欠
如
し
た
視
点
で
あ
る
（
フ
ー
コ
ー
1
9
8
6
)

。
ま
た
、
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
手
法
を
用
い
て
、
民
族
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
関
係
を
論
じ
る
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
私
た

ち
の
性
的
な
指
向
性
や
規
範
は
、
他
者
と
の
関
係
と
対
比
の
中
で
作
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
人
種
的
言
説
が
語
ら
れ
る

裏
で
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
さ
さ
や
か
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
民
族
の
境
界
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
性
が
重
要
な

位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
民
族
と
性
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
両
者
の
実
体
化
が
最
も
説
得
力
の
あ
る
形
で
行
わ

れ
る
の
で
あ
る

(
N
a
g
e
l
2
0
0
3
)

。

他
者
を
性
的
な
も
の
と
見
な
す
ま
な
ざ
し
は
、
西
洋
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
関
係
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
中
国
の
少

数
民
族
ミ
ャ
オ
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
研
究
し
た
シ
ェ
イ
ン
は
、
他
者
な
る
少
数
民
族
女
性
は
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

で
伝
統
的
な
過
去
の
残
存
と
し
て
保
た
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
魅
惑
の
客
体
と
な
る
と
論
じ

(
S
c
h
e
i
n
2
0
0
0
:
 

1
5
8
-
9
)

、
都
市
漢
人
が
伝
統
的
で
ロ
ー
カ
ル
な
他
者
を
消
費
す
る
こ
と
が
、
漢
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
構

築
の
一
端
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
多
様
性
の
中
で
漢
文
明
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
生
成
す
る
過
程
で
、
内
な
る
他
者
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と
し
て
ミ
ャ
オ
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
論
ず
る
。
民
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
階
級
、
地
位
な
ど
の
特
定
の
差
異
が
政
治
的

に
色
づ
け
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
の
内
な
る
多
様
性
が
、
順
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
秩
序
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

上
述
し
た
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
文
化
の
相
互
交
渉
は
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
移
動
と
流
動
の
時
代
に

あ
っ
て
、
現
実
に
も
ま
た
幻
想
に
お
い
て
も
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
タ
イ
を
め
ぐ
る
言
説

も
こ
う
し
た
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
（
三
章
）
。
他
者
へ
向
け
ら
れ
る
欲
望
が
、
性
の
消
費
市
場
の
文
脈
で
操
作
さ
れ
る
の
で

あ
る

(
M
a
n
d
e
r
s
o
n
1
9
9
7
:
 
1
2
3
-
5
)

。
さ
ら
に
西
洋
に
お
け
る
性
の
あ
り
方
が
、
他
者
の
性
に
関
す
る
経
験
や
知
識
、
見
方

に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
自
他
の
相
互
関
係
は
、
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
性
の
市
場
の
構
築
は
、
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
文
脈
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
種
主
義
と
性
差
別
の
交
差
す
る

と
こ
ろ
で
生
じ
る
こ
と
を
み
る
必
要
が
あ
る

(Enloe
2000 ;
 
T
r
i
n
h
 T. M
i
n
h
,
h
a
 1
9
8
9
)

。
内
に
向
か
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

お
い
て
は
母
性
が
語
ら
れ
、
空
間
を
横
断
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
も
と
で
は
他
者
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
強
調

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
二
章
で
み
る
よ
う
に
、
西
洋
諸
国
や
日
本
か
ら
み
た
タ
イ
の
女
性
、
タ
イ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

構
築
す
る
ま
な
ざ
し
は
、
タ
イ
国
内
で
内
な
る
他
者
と
し
て
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
女
性
に
向
け
ら
れ
る
ま
な
ざ
し
と
重
な

り
、
同
じ
構
図
の
繰
り
返
し
と
連
な
り
を
成
し
て
い
る
。
大
き
な
構
図
と
し
て
以
上
の
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

右
に
挙
げ
た
視
点
は
、
支
配
側
か
ら
み
た
他
者
を
め
ぐ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
語
り
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
逆
に
、

語
ら
れ
る
側
の
実
践
の
中
で
は
、
他
者
と
の
出
会
い
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
民
族
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
論
じ
る
第
三
の
問
題
で
あ
り
、
本
書
の
主
眼
で
も
あ
る
。
出
会
い
の
場
で
自
他
の
差
異

が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
自
他
関
係
が
形
成
さ
れ
る
の
か
、
す
べ
て
支
配
と
権
力
の
関
係
で
説
明
さ
れ
る

も
の
だ
ろ
う
か
。
山
地
に
お
い
て
「
カ
レ
ン
」
女
性
が
「
非
カ
レ
ン
」
男
性
と
出
会
う
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
差
異
の
相
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実
践
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
身
体

互
認
識
が
進
行
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
権
力
関
係
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
相
互
認
識
と
決

し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
理
解
で
き
な
い
実
践
の
場
の
関
係
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

ふ

身
体
論
の

山
地
カ
レ
ン
の
村
で
調
壺
を
始
め
て
み
る
と
、
日
々
村
の
あ
ち
こ
ち
で
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
理
解

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
家
々
の
作
り
、
家
の
空
間
の
中
の

H
常
的
な
人
の
配
置
や
動
作
（
四

章
）
、
家
畜
の
飼
い
方
や
消
費
行
動
、
そ
し
て
社
会
関
係
や
生
活
の
全
般
が
儀
礼
実
践
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
（
五
章
）
。
ま
た
、
男
女
の
一
生
を
通
じ
た
日
常
実
践
を
み
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
既
婚
・
未
婚
、

年
齢
や
社
会
的
な
位
置
づ
け
な
ど
の
差
異
が
あ
り
、
儀
礼
に
お
い
て
そ
れ
が
行
為
遂
行
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
（
六
章
）
。

そ
の
意
味
で
儀
礼
と

B
常
実
践
と
、
人
が
男
と
し
て
女
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
主
体
と
な
っ
て
い
く
終
わ
り
な
き

過
程
は
、
不
即
不
離
で
あ
り
、
儀
礼
実
践
自
体
は
、
何
か
集
約
さ
れ
た
意
味
の
体
系
、
文
化
の
隠
喩
と
し
て
解
釈
す
べ
き

〈

8
〉

も
の
と
い
う
よ
り
、
日
常
実
践
や
社
会
過
程
と
連
な
り
換
喩
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
身
体
の
性
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
を
離
れ
て
文
化
的
構
築
物
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
可
変
的
で
本
質
主
義
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
が
、
自
然
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
れ
に

は
ま
っ
て
し
ま
う
固
定
的
な
も
の
だ
と
い
う
見
方
は
、
身
体
と
権
力
を
め
ぐ
る
議
論
等
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
一
方
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
身
体
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
は
十
分
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ブ
ロ
ク

11

デ
ュ
と
ル
デ
ィ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
学
に
お
け
る
身
体
の
研
究
を
振
り
返
り
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
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分
析
関
心
は
人
体
の
表
象
に
の
み
集
中
し
て
、
男
女
の
身
体
を
形
作
り
、
訓
練
し
、
管
理
す
る
社
会
実
践
に
は
注

H
し
て

マ
テ
リ
ア
ル

こ
な
か
っ
た
し
、
近
年
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研
究
も
物
質
的
な
身
体
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
、
と

(
B
r
o
c
h
,
D
u
e
 a
n
d
 R
u
d
i
e
 1
9
9
3
:
 
2
6
)

。

第
二
部
で
は
、
日
常
実
践
と
し
て
の
衣
食
住
や
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
儀
礼
を
通
じ
て
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
過
程
の
検
証

を

H
指
す
。
た
だ
し
、
儀
礼
や
日
常
実
践
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
解
釈
し
、
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な

い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
身
体
と
し
て
の
カ
レ
ン
の
男
女
が
、
実
践
を
通
じ
て
主
体
化
さ
れ
る
過
程
と
そ
の
動
態
を
明

ら
か
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
住
空
間
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
構
造
化
さ
れ
た
時
空
の
中
で
行
為
す
る
身
体
に
目
を
向
け
て

い
く
こ
と
に
な
る
（
四
章
）
。
行
為
者
は
日
常
的
な
惟
界
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
必
ず
し
も
意
識
的
に
で
は
な
く
、
自
ら
を

と
り
ま
く
世
界
の
文
化
的
意
味
の
解
釈
と
再
解
釈
を
繰
り
返
す
。
身
体
と
そ
の
文
化
的
原
理
の
遂
行
に
関
し
て
、
ブ
ル
デ

ュ
は
、
身
体
化
は
常
に
過
程
で
あ
り
、
決
し
て
完
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
身
体
が
完
璧
に
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ

と
を
強
調
す
る

(
B
o
u
r
d
i
e
u
1
9
7
7
)

。
す
な
わ
ち
、
実
践
と
は
単
に
反
復
に
よ
っ
て
文
化
的
な
規
則
を
覚
え
身
体
化
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
身
体
を
通
じ
て
社
会
的
差
異
に
つ
い
て
の
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
繰
り
返
さ
れ
る
実
践
は
解
釈

の
モ
メ
ン
ト
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
創
造
性
と
変
革
の
余
地
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
行
為
は
、
言
説
的
操
作
が
な
く
と

も
、
実
践
に
よ
る
批
判
的
自
己
回
帰
で
あ
り
う
る
。

し
か
し
、
ブ
ル
デ
ュ
の
議
論
に
お
け
る
身
体
は
、
集
団
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
個
人
の
体
験
や
動
機
づ
け
は
考
察
対

象
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
の
差
異
の
問
題
に
無
力
で
、
多
重
の
主
休
化
と
い
う
問
題
に
は
対
処
で
き

な
い
、
と
ム
ー
ア
は
指
摘
す
る
。
身
体
化
さ
れ
た
知
が
、
自
ら
を
囲
む
空
間
に
よ
っ
て
単
純
に
主
体
化
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
の
な
ら
、
抵
抗
や
矛
盾
、
そ
し
て
変
革
は
説
明
し
に
く
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ム
ー
ア
は
、
二
つ
の
議
論
を
試
み
る

(
M
o
o
r
e
 1
9
9
4
:
 
8
2ー

5
)

。
第
一
に
、
身
体
的
実
践
と
言
説
的
解
釈
の
不
一
致
の
可
能
性
で
あ
る
。
実
践
と
言
説
の
解
釈
が
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一
九
八

0
年
代
当
時
、
ム
ラ
で
は
未
婚
既
婚
を
問
わ
ず
九
割
の
女
性
は
民
族
衣
装
を

H
常
的
に
着
用
し
て
お
り
、
女
性

に
つ
い
て
は
衣
装
か
ら
立
ち
居
振
る
舞
い
、
内
外
の
人
づ
き
あ
い
な
ど
に
つ
い
て
か
く
あ
る
べ
き
、
と
い
う
像
が
語
ら
れ

る
の
を
日
常
的
に
耳
に
し
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
女
性
の
衣
装
が
画
一
的
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
特
に
未
婚
の

選
択
す
る
女
性
／
語
る
民
族

い
つ
も
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
と
考
え
る
の
は
現
実
的
で
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
不
一
致
で
あ
る
。
言
葉
に
で

き
な
い
こ
と
が
、
行
為
に
お
い
て
反
復
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
身
体
的
知
は
、
私
た
ち
を
拒
否
す
る
こ
と
も
背
く
こ
と
も

で
き
る
と
言
う
の
だ
。
第
二
は
、
抵
抗
と
「
意
識
」
の
問
題
で
あ
る
。
抵
抗
は
、
考
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
多
く
の

場
合
、
組
織
化
さ
れ
て
も
い
な
い
未
完
成
の
も
の
で
あ
る
。
実
施
さ
れ
る
前
か
ら
言
説
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
で
あ

る
。
支
配
的
言
説
も
不
確
定
で
、
解
釈
と
再
解
釈
を
経
て
、
実
践
的
行
為
の
変
化
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
す
る
。
実
践

上
の
小
さ
な
変
化
が
新
し
い
解
釈
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
自
体
が
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
や
り
方
に
対
し
て
批
評
を
加

え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
実
践
が
意
味
の
基
盤
を
ず
ら
し
た
り
、
読
み
か
え
を
可
能
に
す
る
。
家
の

間
取
り
、
衣
装
、
食
事
な
ど
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
世
界
に
お
け
る
物
理
的
な
関
係
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
る
抵
抗
は
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
社
会
関
係
に
と
っ
て
も
重
要
性
を
帯
び
る
。
身
体
そ
の
も
の
が
本
質
的
、
自
然
的
に
何
ら
か
の
差
異
を
明
示
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
身
体
へ
の
効
果
と
し
て
差
異
が
生
み
出
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
身
体
に
差
異
が
読
み
込
ま
れ
、

読
み
直
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
衣
食
住
な
ど
の
日
常
的
な
実
践
や
儀
礼
の
反
復
と
動
態
の
中
か
ら
こ
そ
見
出
さ
れ
る
。

H
常
実
践
に
よ
っ
て
そ
う
し
て
身
体
化
さ
れ
た
差
異
は
、
異
な
る
他
者
の
実
践
と
の
接
触
面
に
お
い
て
、
多
重
の
差
異

の
認
識
と
自
他
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
注
目
す
る
。
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女
性
に
つ
い
て
は
ず
い
ぶ
ん
多
様
だ
っ
た
。
何
を
着
る
か
は
、
若
い
女
性
の
選
択
と
し
て
最
も
日
常
的
に
目
に
見
え
る
、

あ
る
種
の
態
度
表
明
で
あ
る
（
六
章
）
。
さ
ら
に
は
、
教
育
機
会
、
他
村
で
の
労
働
、
結
婚
相
手
、
そ
し
て
結
婚
後
は
居
住

地
、
俄
礼
の
続
行
、
出
産
と
産
児
制
限
、
育
児
な
ど
、
一
っ
―
つ
の
選
択
・
決
定
が
ム
ラ
に
お
け
る
社
会
秩
序
の
再
生
産

と
な
る
の
か
、
そ
こ
に
一
石
を
投
ず
る
の
か
、
小
さ
い
な
り
に
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
。
で
は
、
彼
女
た
ち
は
こ
う
し
た

選
択
・
決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
を
参
照
す
る
の
か
、
意
識
的
に
何
か
の
結
末
を
予
測
し
て
合
目
的
的
に
選
択
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
言
説
に
対
す
る
異
議
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
恭
順
で
あ
る
の
か
、
変
革
を
も
た

ら
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
首
尾
一
貰
性
を
求
め
規
制
す
る
実
践

に
よ
っ
て
否
応
な
く
行
為
遂
行
的
に
生
み
出
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
身
体
の
様
式
化
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
身
体
の

身
振
り
や
動
作
と
多
様
な
ス
タ
イ
ル
が
永
続
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
自
己
と
い
う
錯
覚
を
作
り
上
げ
て
い
き
、
パ
フ

ォ
ー
マ
テ
イ
ヴ
ィ
テ
ィ
（
行
為
遂
行
性
）
を
通
じ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
社
会
的
に
構
築
さ
れ
て
い
く
。
言
説
以
前
に
主
体
は

存
在
せ
ず
、
言
説
に
お
い
て
呼
ば
れ
、
名
づ
け
ら
れ
て
主
体
と
な
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
持
つ
。
し
か
も
呼
ば
れ
、

名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
変
わ
ら
ぬ
一
個
の
近
代
的
主
体
で
は
な
い
。
不
安
定
な
が
ら
自
ら

語
る
力
を
持
つ
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
が
そ
こ
で
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
権
力
の
作
用
と
し
て
の
呼
び
か
け
は
、
そ
れ
に
応
じ
る
「
従

属
す
る
主
体
」
を
生
み
出
す
が
（
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
1
9
7
5
)

、
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
抵
抗
の

場
と
な
る
。
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
記
号
化
以
前
の
「
我
」
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
記
号
化
の
構
築
過
程
の
た

だ
中
で
発
動
さ
れ
自
ら
を
生
み
出
し
た
社
会
的
条
件
の
中
に
こ
そ
、
そ
れ
に
対
抗
し
変
化
を
も
た
ら
す
突
破
口
が
見
出
せ

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
自
ら
の
意
志
で
合
理
的
な
目
的
に
よ
っ
て
行
動
す
る
近
代
的
個
人
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
仕
掛
け

に
か
ら
め
と
ら
れ
た
受
動
的
な
存
在
と
化
す
か
、
自
由
な
自
己
決
定
を
す
る
主
体
と
な
る
か
、
と
い
う
二
者
択
一
が
あ
る
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わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
被
構
築
性
の
中
で
こ
そ
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
可
能
に
な
る

(Butler
1
9
9
0
)

。
主
体
は
、

特
定
文
化
の
歴
史
空
間
の
中
で
多
重
な
言
説
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
不
安
定
な
が
ら
語
り
か
け
る
言

説
空
間
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
の
だ
。
構
築
さ
れ
た
主
体
は
、
身
体
的
実
践
を
通
じ
て
自
ら
の
構
築
過
程
を

ず
ら
し
、
変
革
す
る
可
能
性
を
も
つ
。

個
人
が
多
重
に
主
体
化
さ
れ
、
そ
れ
が
相
互
に
矛
盾
す
る
と
い
う
事
実
は
、
合
理
的
選
択
や
合
目
的
的
決
定
で
は
到
底

説
明
で
き
な
い

(
M
o
o
r
e
1
9
9
4
:
 
5
8
)

。
ま
た
、
個
人
は
自
ら
を
と
り
こ
む
多
重
の
言
説
と
自
ら
の
多
重
な
主
体
化
を
認
知

で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ
る
の
か
、
歴
然
と
目
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
中
か
ら
選
択
す
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
選
択
の
可
能
性
に
つ
い
て
必
ず
し
も
意
識
的
で
は
な
く
、
実
践
の
中
で
選
択
は
行
わ
れ
る
。

選
択
肢
も
横
並
び
で
は
な
い
。
言
説
の
歴
史
的
背
景
や
文
脈
の
ゆ
え
に
、
あ
る
選
択
は
「
得
」
、
あ
る
も
の
は
「
損
」
で
あ

っ
た
り
、
危
険
な
場
合
も
あ
る
。
支
配
的
で
な
い
言
説
が
個
人
的
に
は
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
り
、
支
配
的
な
言
説

に
挑
戦
し
た
り
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
抵
抗
し
挑
戦
す
る
個
人
は
、
社
会
的
な
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
主
体
は
多
重
な
差
異
、
競
合
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
場
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
個
人
は
多
重
の
言
説
の

中
で
多
重
に
主
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
相
反
す
る
も
の
が
同
居
し
う
る
こ
と
に
な
り
、
固
定
的
で
安

定
し
た
主
体
を
想
定
す
る
よ
り
も
、
個
人
が
ど
の
よ
う
に
多
く
の
矛
盾
す
る
主
体
化
に
依
拠
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対

応
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
は
、
多
元
的
可
変
的
で
、
自
己
矛
盾
を
含
む
も
の
と
な
る
。
主
体
は
従
来

の
人
類
学
が
想
定
し
て
き
た
合
理
的
、
安
定
的
で
首
尾
一
貰
し
、
か
つ
男
性
た
る
主
体
で
は
な
く
、
差
異
が
競
合
し
混
在

す
る
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
個
人
は
単
一
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
体
系
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
社
会
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
多

元
的
に
主
体
化
す
る
。
そ
の
た
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
多
重
の
言
説
の
間
で
麒
鮒
や
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
抵
抗

や
拒
絶
の
場
と
も
変
革
の
可
能
性
と
も
な
り
う
る
。
そ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
で
、
個
人
が
相
容
れ
な
い
複
数
の
言
説
の
中
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民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
に
つ
い
て
、
一
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
議
論
を
行
っ
て
き
た
。
第
一
に
、
差
異
の
概
念
と
し
て
の

民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
内
包
す
る
前
提
の
考
察
。
第
二
に
、
支
配
的
言
説
の
中
で
い
か
に
民
族
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
結
び
つ
き
や
す
く
、
さ
ら
な
る
他
者
化
と
支
配
や
搾
取
を
も
た
ら
す
か
。
そ
し
て
第
三
に
、

民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
差
異
が
ど
の
よ
う
に
実
践
と
語
り
の
相
互
関
係
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、
交
差
す
る
と
こ
ろ
で

強
化
さ
れ
る
か
を
考
察
し
て
き
た
。
差
異
を
担
う
当
事
者
は
そ
の
多
重
の
言
説
の
中
で
い
か
に
主
体
化
し
（
さ
れ
）
、
何
を

選
択
し
、
ど
の
よ
う
に
抵
抗
す
る
の
か
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
問
い
と
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
向
こ
う
に
さ
ら
に
二
つ
の
問
題
意
識
を
据
え
て
い
る
。
第
一
は
、
す
べ
て
の
差
異
は
支
配
と
権
力
の
関

係
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
の
よ
う
な
差
異
を
分
析
し
語
る
民
族
誌
を
書
く
こ
と
が
含
む
問
題
で
あ

り
、
こ
の
二
つ
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

差
異
を
名
づ
け
、
定
義
し
、
固
定
す
る
の
は
権
力
で
あ
る
。
そ
れ
が
国
家
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
の
も

の
で
あ
れ
、
よ
り
限
定
的
な
集
団
に
共
有
さ
れ
る
規
範
的
言
説
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
さ
ら
に
よ
り
ミ
ク
ロ
な
相
互
関
係

に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
れ
、
差
異
と
そ
れ
に
伴
う
不
均
衡
な
力
関
係
を
固
定
化
す
る
政
治
的
な
力
で
あ
る
。
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
差
異
は
支
配
と
権
力
関
係
に
収
敏
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彼
方
の
少
数
民
族
を
差
異
化
し
て
表

象
す
る
こ
と
は
、
民
族
の
文
化
を
本
質
化
す
る
過
程
に
記
述
者
も
参
与
し
、
権
力
関
係
に
よ
る
差
異
の
構
築
に
加
担
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
ど
の
よ
う
に
抗
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

つ
な
が
り
の
契
機
と
し
て
の
差
異
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
民
族
誌

で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
、

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
過
程
を
分
析
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
民
族
誌
が
可
能
と
な
る
。
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山
地
カ
レ
ン
社
会
に
お
け
る
男
女
関
係
は
、
女
性
に
と
っ
，
て
決
し
て
一
元
的
に
抑
圧
的
な
も
の
で
は
な
い
。
男
と
女
と

は
、
カ
レ
ン
語
の
夫
婦
関
係
11

ド
モ
ワ
（
「
ワ
11

夫
」
と
「
モ
11

妻
」
の
「
ド
11

つ
な
が
り
、
関
係
、
パ
ー
ト
ナ
ー
」
）
の
「
ド
」
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
差
異
を
抱
え
た
二
項
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
関
係
性
で
あ
る
。
民
族
間
の
関

係
に
し
て
も
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
「
ド
プ
ウ
ェ
」
（
兄
姉
と
弟
妹
の
つ
な
が
り
）
と
い
う
言
薬
を
用
い
る
。
彼
ら
の
実
践
の
中

で
「
差
異
」
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
関
係
性
と
つ
な
が
り
へ
の
契
機
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
本
書

で
は
、
そ
の
契
機
を
見
落
と
さ
な
い
記
述
を
心
が
け
た
い
。
田
辺
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
は
、
支
配
と
抑
圧
を
生
む
と

い
う
一
面
と
と
も
に
、
エ
ロ
ス
に
基
づ
く
柑
互
交
歓
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
差
異
を
越
え
た
同
一

性
へ
の
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
と
論
じ
る
（
田
辺
明
生
2
0
0
2
)

。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
が
、
相
異
な
る
も
の
同
士
の
関
係

性
の
原
型
だ
と
す
れ
ば
、
差
異
と
は
関
係
性
の
契
機
で
あ
り
、
必
然
的
に
支
配
・
被
支
配
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
本
質
化
と
固

定
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
両
面
性
、
す
な
わ
ち
固
定
的
な
権
力
関
係
へ
向
か
う
差
異
と
い

う
側
面
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
関
係
に
位
含
さ
れ
つ
つ
も
、
常
に
存
続
し
続
け
る
つ
な
が
り
へ
の
契
機
と
し
て
の
差
異
の

可
能
性
を
追
求
し
た
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
は
人
類
学
の
営
み
の
根
幹
に
あ
り
、
人
類
学
は
そ
の
差
異
の
言
説
に
確
実

に
参
加
し
て
き
た
。
他
文
化
を
実
体
化
す
る
語
り
は
、
語
り
手
と
語
ら
れ
る
他
者
と
の
権
力
関
係
が
生
み
出
し
た
も
の
で
、

か
つ
そ
の
関
係
を
強
化
す
る
も
の
だ
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
一
九
八

0
年
代
の
人
類
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研

究
は
、
特
定
社
会
の
意
味
世
界
の
中
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
文
化
的
に
構
築
さ
れ
る
さ
ま
を
文
化
相
対
主
義
的
に
描
く
民
族

誌
を
多
く
生
み
出
し
た
。
し
か
し
一
九
八

0
年
代
末
に
は
、
こ
う
し
た
民
族
誌
に
お
け
る
先
進
国
女
性
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た

ち
に
よ
る
第
一
二
世
界
へ
の
ま
な
ざ
し
、
記
述
、
介
入
に
対
し
て
、
第
三
憔
界
の
女
性
た
ち
か
ら
、
批
判
の
声
が
あ
が
る
よ

う
に
な
っ
た

(
T
r
i
n
h
T. M
i
n
h
,
h
a
 1
9
8
9
:
 

M
o
h
a
n
t
y
 1
9
9
1
)

。
こ
う
し
た
批
判
は
、
民
族
誌
全
般
へ
の
批
判
と
通
じ
る
も
の
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で
あ
る
が
、
先
進
国
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ヘ
の
第
一
二
世
界
か
ら
の
批
判
は
さ
ら
に
痛
烈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
帯
を
装
っ
て

彼
女
た
ち
を
特
定
の
学
問
領
域
の
枠
の
中
に
収
め
て
表
象
す
る
こ
と
、
現
実
に
は
多
様
で
し
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
の
方

向
性
を
含
む
「
特
定
社
会
の
女
性
た
ち
]
に
つ
い
て
一
元
化
し
、
対
象
化
し
て
表
象
す
る
こ
と
で
、
権
力
の
立
場
か
ら
現

実
を
構
築
し
て
い
る
と
糾
弾
す
る

(
M
o
h
a
n
t
y
1
9
9
1
)

。
実
体
化
さ
れ
た
差
異
を
描
き
出
す
こ
と
で
権
力
関
係
を
基
盤
と
す

る
他
者
化
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
「
女
性
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
自
他
を
同
化
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
大
き
な

陥
穿
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
人
類
学
の
戒
め
で
あ
る

(
S
t
a
c
e
y
1
9
9
1
)

。

そ
れ
で
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
と
あ
る
意
味
で
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
女
性
た
ち
の
日
常
を
描
く
こ
と
は
、
そ
こ
に
不
可

避
に
含
ま
れ
る
権
力
作
用
の
ゆ
え
に
、
も
は
や
放
棄
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
権
力
作
用
を
認
め
つ
つ
、

自
他
を
知
る
実
践
と
し
て
の
記
述
を
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
他
者
の
生
活
に
つ
い
て
書
い
た
り
述
べ
た
り
す
る
上
で

は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
や
表
象
性
の
問
題
を
常
に
意
識
し
（
中
谷
1
9
9
7
)

、
「
そ
の
語
り
が
あ
ら
た
な
支
配
関
係
や
搾
取
の

構
造
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
自
ら
が
依
っ
て
立
つ
場
を
批
判
的
に
見
つ
め
な
お
す
必
要
が
あ
る
」
（
川
橋
2
0
0
0
:

1
7
)

。

人
類
学
者
は
ど
の
よ
う
に
、
他
者
の
文
化
を
実
体
化
す
る
こ
と
な
く
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
取
り

組
ん
だ
ア
ブ
11

ル
ゴ
ッ
ド
は
、
「
文
化
に
抗
す
る
」
記
述
を
提
唱
す
る

(
A
b
u
,
L
u
g
h
o
d
1
9
9
1
)

。
さ
ま
ざ
ま
な
戦
術
を
駆
使
し

て
自
他
の
権
力
関
係
を
強
化
す
る
「
文
化
」
を
回
避
し
て
、
言
説
と
実
践
に
注
目
し
た
「
特
定
の
も
の
の
民
族
誌
」
を
通

じ
て
、
他
者
化
に
至
る
自
他
の
差
異
の
み
で
な
い
、
共
通
性
に
思
い
を
馳
せ
る
記
述
を
目
指
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
、
す
べ
て
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
収
敏
さ
れ
て
い
く
単
純
な
過
程
で
は
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
確
実
に
私
た
ち
と
、
他
者
の
生
き
る
場
を
同
時
代
の
、
同
じ
枇
界
の
も
の
に
し
て
い
く
。
北
タ
イ

の
山
地
に
住
む
人
々
の
生
活
と
、
私
た
ち
の
生
活
は
「
無
縁
」
と
言
い
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

自
分
た
ち
と
連
な
る
力
や
モ
ノ
の
網
の

H
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、
向
こ
う
側
に
彼
ら
が
み
え
る
。
そ
の
彼
ら
を
と
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り
ま
き
、
私
自
身
も
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
力
や
モ
ノ
の
網
の
目
の
中
で
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
生
活
を
営
ん
で
い
る
か
を

描
く
こ
と
、
そ
の
表
象
の
過
程
で
彼
ら
の
生
活
実
践
の
あ
り
方
を
描
き
込
む
よ
う
な
記
述
を
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
と
の
つ

な
が
り
を
求
め
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
民
族
誌
の
と
る
べ
き
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
な
が
り
の
契
機
と
し
て
の
差
異
は
、

対
象
社
会
で
見
出
さ
れ
る
男
女
や
民
族
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
研
究
者
と
研
究
対
象
の
人
々
と
の
間

に
も
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

差
異
の
様
態
を
解
明
す
る
最
終
目
標
は
、
記
述
す
る
私
と
記
述
さ
れ
る
彼
ら
の
間
の
力
関
係
に

H
を
つ
ぶ
る
こ
と
な
く
、

な
お
そ
こ
に
、
差
異
を
つ
な
が
り
の
基
盤
と
化
す
方
途
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
関
根
は
、
中
心
か
ら
の
語
り

を
脱
し
て
、
「
生
き
ら
れ
る
文
化
」
を
「
語
ら
れ
る
文
化
」
に
回
収
さ
れ
な
い
方
法
で
表
象
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
（
関
根

2
0
0
6
:
 
2
9
2
)

。
こ
れ
は
、
実
際
に
記
述
と
分
析
を
始
め
て
み
る
と
容
易
で
は
な
い
。
北
タ
イ
山
地
の
人
々
に
つ
い
て
記
述

す
る
と
き
に
、
権
力
や
支
配
の
構
図
の
中
で
彼
ら
に
つ
い
て
記
述
す
る
方
が
は
る
か
に
容
易
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の

言
薬
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
中
心
と
周
縁
の
軸
を
外
し
て
、
脱
中
心
化
の
ベ
ク
ト
ル
を
模
索

す
る
た
め
に
は
、
別
の
語
棠
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
に
は
、
「
生
き
ら
れ
る
文
化
」
と
し
て
の
実
践
に
接
近
す
る
こ
と
が
第

一
歩
で
あ
る
。
同
時
代
の
体
験
を
共
有
す
る
人
々
と
し
て
、
―
つ
の
構
図
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し

て
の
つ
な
が
り
を
想
像
し
な
が
ら
描
く
。
想
像
を
超
え
た
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
他
者
と
し
て
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
男
で

あ
る
こ
と
女
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
先
進
社
会
の
標
準
を
「
普
遍
」
と
し
て
当
て
は
め
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

彼
ら
の
生
活
実
践
と
そ
の
変
化
を
た
ど
り
、
ま
た
そ
の
中
で
彼
ら
の
多
厘
な
主
体
と
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
形
成
の
た
ゆ
み

な
い
過
程
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
つ
な
が
り
」
を
求
め
て
い
き
た
い
。

本
書
の
目
的
は
、
民
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
差
異
の
相
互
作
用
の
解
明
で
あ
る
。
当
事
者
で
あ
る
少
数
民
族
の
男
女

が
、
重
層
的
な
権
力
と
意
味
の
世
界
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
生
活
実
践
の
場
か
ら
こ
れ
に
対
処
し
、
こ
れ
を
変
え
う
る
の
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か
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
私
た
ち
と
北
タ
イ
山
地
の
彼
ら
と
の
つ
な
が
り
を
見
出
し
た
い
。
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