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『
パ
リ
神
話
と
都
市
景
観

　
　
　
マ
レ
保
全
地
区
に
お
け
る
轡
化
と
排
除
の
論
理
i
』

長
　
井
　
伸
　
仁

　
都
市
に
は
種
々
の
表
象
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
都
市
が
非
都
市
地
域
と
の
対

比
で
も
つ
も
の
、
あ
る
都
市
を
他
都
市
と
比
べ
た
際
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
も
の
、
さ
ら
に
は
都
市
内
部
の
個
々
の
地
区
が
有
す
る
も
の
。
そ
れ
ら
表

象
に
は
何
ら
か
の
実
体
が
対
応
す
る
と
し
て
、
両
者
の
関
係
は
「
ま
ず
実
体

が
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
表
象
が
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
一
方
向
と
は
限

ら
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
が
高
度
に
発
達
し
た
今
日
、
都
市
や
都
市
内
地
区
の
も

つ
イ
メ
ー
ジ
が
過
度
に
増
幅
さ
れ
、
そ
れ
が
都
市
社
会
を
方
向
、
つ
け
て
い
る

例
は
、
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
。
同
様
の
事
例
は
過
去
に
も
存
在
し
た
。
否
、

双
方
向
的
な
メ
デ
ィ
ア
が
来
発
達
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ

た
表
象
は
固
定
化
さ
れ
て
影
響
力
を
発
揮
し
つ
づ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
書
は
、
パ
リ
の
中
心
か
ら
や
や
東
寄
り
に
位
麗
す
る
マ
レ
地
区
を
事
例

に
、
地
区
で
実
施
さ
れ
た
都
市
計
画
事
業
を
、
地
区
の
表
象
と
の
関
連
に
お

い
て
分
析
す
る
。
マ
レ
は
パ
リ
有
数
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
一
般
に

は
、
古
い
街
並
み
に
貴
族
の
邸
宅
が
散
在
す
る
と
い
う
イ
メ
…
ジ
で
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
、
街
並
み
や
邸
宅
が
現
在
ま
で
途
切
れ
な
く
保
存
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
的
に
不
均
質
で
、
歴
史
を
通
し
て
多
層
的
に
形

成
さ
れ
て
き
た
地
区
に
、
二
〇
世
紀
の
後
半
、
上
記
イ
メ
ー
ジ
に
適
合
す
る

点
を
強
調
す
る
方
向
で
都
市
計
画
事
業
が
遂
行
さ
れ
た
。
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ

て
地
区
が
造
り
か
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
書
で
は
な
い
。

　
都
市
計
璽
事
業
は
地
区
の
性
格
を
明
確
に
し
、
結
果
と
し
て
今
日
の
マ
レ

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
マ
レ
の
都
市
計
画
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ら
し
い
都
市
再

生
の
試
み
と
し
て
知
ら
れ
、
お
お
む
ね
成
功
事
例
と
見
ら
れ
て
い
る
」
（
九

頁
、
以
下
、
括
弧
内
の
数
字
は
本
書
の
貰
）
。
だ
が
、
地
区
が
有
し
て
い
た

多
様
な
性
格
の
な
か
で
、
い
か
に
し
て
特
定
の
部
分
が
強
調
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
捨
象
さ
れ
る
側
面
や
排
除
さ
れ
る
人
び

と
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。
本
書
は
、
副
題
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
点
に
注
目
し
た
研
究
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
序
　
パ
リ
神
話
と
都
市
景
観

　
－
　
歴
史
主
義
と
衛
生
主
義
の
相
克

　
H
　
　
「
保
全
地
区
」
マ
レ
の
成
立

　
皿
　
神
話
に
基
づ
い
た
景
観
の
形
成

　
序
で
は
、
都
帯
を
め
ぐ
る
表
象
と
都
市
認
識
の
あ
り
方
と
が
扱
わ
れ
る
。

都
市
は
、
多
く
の
住
民
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
と
き
に
複
数
の
顔
を
見
せ
る

が
、
そ
の
な
か
で
特
定
の
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
都
市
全
体
の
イ

メ
ー
ジ
と
化
し
て
流
布
す
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
こ
の
種
の
イ

メ
…
ジ
は
「
神
話
」
と
よ
ば
れ
る
。
パ
リ
に
も
貧
困
や
暴
力
な
ど
の
神
話
が

つ
き
ま
と
っ
て
き
た
が
、
マ
レ
地
区
の
ば
あ
い
、
貴
族
が
好
ん
で
邸
宅
を
構

え
て
い
た
地
区
と
い
う
イ
メ
…
ジ
が
強
く
、
こ
れ
が
地
区
で
実
施
さ
れ
た
都

市
計
画
に
影
響
す
る
。

　
1
で
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
至
る
マ
レ
地
区
の
歴
史
が
辿
ら
れ
、
そ
の
な

か
で
、
地
区
を
め
ぐ
り
い
か
な
る
表
象
が
形
成
さ
れ
た
の
か
が
示
さ
れ
る
。
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マ
レ
に
は
～
六
世
紀
中
頃
か
ら
貴
族
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
ら
は

「
共
同
住
宅
で
の
生
活
か
ら
共
同
体
意
識
を
は
ぐ
く
ん
だ
扁
都
市
民
と
は
対

照
的
に
、
「
邸
宅
の
外
に
関
す
る
関
心
は
薄
く
、
マ
レ
地
区
内
で
共
同
体
を

形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
（
四
四
）
。
地
区
に
根
づ
か
な
い
貴
族
た

ち
は
、
～
八
世
紀
に
な
る
と
セ
ー
ヌ
左
岸
の
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
・
ジ
ェ

ル
マ
ン
地
区
に
移
り
住
む
。
彼
ら
が
去
っ
た
邸
宅
や
建
物
は
、
区
画
が
細
分

化
さ
れ
建
て
増
し
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
「
中
小
商
工
業
者
や
労
働
者
の
作
業

場
や
居
所
と
な
っ
て
い
っ
た
」
（
四
六
）
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
か
ら
一

九
世
紀
に
か
け
て
、
マ
レ
地
区
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
貴
族
の
街
区
か
ら
民
衆
の

街
区
へ
」
（
四
八
）
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　
パ
リ
は
一
九
世
紀
に
入
る
と
急
激
な
人
口
増
を
経
験
す
る
。
都
市
は
外
へ

と
膨
張
を
つ
づ
け
る
が
、
旧
市
街
の
過
密
さ
と
不
衛
生
さ
も
深
刻
に
な
り
、

大
規
模
な
都
市
計
画
事
業
が
不
可
避
に
な
っ
た
。
七
月
王
政
期
、
知
事
ラ
ン

ビ
ュ
ト
ー
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
事
業
に
つ
づ
き
、
第
二
帝
政
期
の
い
わ

ゆ
る
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
に
よ
っ
て
、
パ
リ
は
今
日
の
様
相
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
だ
が
、
マ
レ
地
区
は
こ
れ
ら
事
業
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
、

一
八
世
紀
ま
で
の
姿
を
と
ど
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
マ
レ
の
運
命
を
決
定

づ
け
る
。
一
九
世
紀
の
都
市
計
颪
事
業
は
お
も
に
衛
生
の
観
点
か
ら
お
こ
な

わ
れ
た
が
、
歴
史
性
保
護
の
観
点
も
し
だ
い
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
マ
レ
が

本
格
的
な
都
市
計
画
の
対
象
に
な
る
の
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

こ
の
「
遅
れ
」
に
よ
っ
て
、
マ
レ
は
歴
史
性
を
考
慮
し
た
都
市
計
画
を
享
受

で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
方
向
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
第
二
次
大
戦
中
の
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
期
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
レ
地
区
に
つ
い
て
は
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
大
規
模
な
再

開
発
計
画
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
　
一
九
四
二
年
に
当
初
の
計
画
は
撤
回
さ

れ
、
代
わ
っ
て
地
区
の
歴
史
性
を
保
存
す
る
計
画
に
変
更
さ
れ
た
。
「
マ
レ

地
区
の
不
衛
生
区
画
は
、
解
体
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
で
あ
る
と
し

て
保
護
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
六
〇
）
。
豆
で
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
、

～
九
六
四
年
に
マ
レ
は
国
家
に
よ
り
保
全
地
区
に
指
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

こ
の
新
た
な
計
画
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
マ
レ
地
区
の
変
遷
に
対
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
筆
者
は
革
命
前
夜
の
レ
チ
フ
・
ド
・
ラ
・
ブ
ル

ト
ン
ヌ
か
ら
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
経
て
二
〇
世
紀
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
に

至
る
ま
で
、
い
く
つ
か
の
文
学
作
品
か
ら
読
み
取
る
。
そ
こ
で
は
、
「
マ
レ

が
民
衆
的
な
地
区
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
な
が
ら
も
、
建
造
物
の
『
貴
族

性
』
が
と
き
に
は
現
実
を
規
定
す
る
、
あ
る
い
は
凌
駕
す
る
力
を
持
つ
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
（
七
〇
）
。
筆
者
は
ま
た
、
～
九
〇
二
年
に
発
足

し
た
四
区
歴
史
考
古
学
研
究
協
会
（
通
称
「
ラ
・
シ
テ
」
）
を
取
り
あ
げ
る
。

協
会
は
、
マ
レ
地
区
の
南
半
分
を
含
む
パ
リ
第
四
区
に
居
住
す
る
「
上
層
市

民
層
」
（
七
三
）
が
集
ま
っ
た
組
織
で
あ
っ
た
。
会
報
で
は
貴
族
の
邸
宅
が

し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ
、
サ
ロ
ン
や
教
育
機
関
な
ど
地
区
の
知
的
な
面
に

光
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
「
ラ
・
シ
テ
」
に
集
う
碩
学
や
専
門
家
た
ち
は
、

文
学
作
品
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
「
貴
族
の
街
区
扁
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

に
お
墨
付
き
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
の
マ
レ
は
「
民
衆
の
街
区
」
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
か

ら
は
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
迫
害
を
逃
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
定
住
し
、
制

帽
業
を
中
心
に
労
働
者
や
職
人
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

現
実
に
対
し
、
「
ラ
・
シ
テ
」
は
冷
淡
な
ま
な
ざ
し
を
投
じ
、
ユ
ダ
ヤ
人
を

「
狂
信
的
」
（
八
九
）
や
「
外
国
人
住
民
の
く
ず
」
（
九
～
）
な
ど
と
形
容
す

る
。
歴
史
協
会
の
活
動
は
「
地
区
を
歴
史
的
街
区
と
す
る
視
線
を
作
り
上
げ
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評語

る
と
同
時
に
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
々
の
『
退
場
』
を
期
待
し
、

さ
ら
に
は
要
求
す
る
基
盤
を
作
っ
て
い
っ
た
扁
（
九
二
）
の
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
レ
地
区
の
都
市
計
画
が
再
開
発
か
ら
保
存
へ
と

方
向
転
換
し
た
の
は
第
二
次
大
戦
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
こ
の
時
期
に

は
、
親
ド
イ
ツ
的
な
ヴ
イ
シ
ー
政
権
の
も
と
、
マ
レ
地
区
に
根
づ
い
て
い
た

ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
多
く
が
街
を
追
わ
れ
、
収
容
所
へ
と
移
送
さ
れ
て
も
い
た
。

二
つ
の
出
来
事
は
偶
然
に
同
じ
時
期
に
起
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
互
い
に
関

連
し
て
い
る
の
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
保
存
は
『
不
純
物
睡
を
一

掃
し
て
地
区
の
歴
史
性
の
み
を
残
せ
る
と
き
に
実
現
に
向
か
っ
た
と
考
え
う

る
」
（
九
七
）
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
慎
重
な
姿
勢

を
み
せ
つ
つ
も
、
「
都
市
計
画
事
業
と
移
民
た
ち
の
排
除
が
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
き
れ
な
い
扁
（
九
九
）
と
述
べ
る
。

　
∬
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
マ
レ
が
保
全
地
区
に
指
定
さ
れ
る
過
程
を
辿
る
。

1
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
地
区
内
の
不
衛
生
区
画
に
つ
い
て
は
、
大
規
模

な
再
開
発
か
ら
歴
史
性
を
保
持
し
た
都
市
計
画
へ
と
方
針
が
変
更
さ
れ
た
が
、

第
二
次
大
戦
が
終
わ
っ
て
ま
も
な
く
、
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
「
都
市
計
画
・

住
居
国
際
博
覧
会
」
に
マ
レ
の
都
市
計
画
事
業
が
出
展
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

事
業
の
特
徴
と
さ
れ
た
の
は
掻
爬
的
撤
去
と
よ
ば
れ
る
手
法
で
、
道
路
に
面

し
た
フ
ァ
サ
ー
ド
部
分
を
残
し
つ
つ
、
異
物
を
掻
き
出
す
か
の
よ
う
に
建
物

内
部
を
取
り
壊
す
こ
と
で
衛
生
状
態
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

乎
法
は
「
取
り
壌
し
か
ら
修
復
へ
」
と
い
う
単
帯
計
画
理
念
の
転
換
を
示
し

て
い
る
が
、
掻
爬
と
い
う
「
露
骨
な
表
現
に
は
、
活
か
そ
う
と
す
る
建
造
物

と
そ
う
で
は
な
い
建
造
物
へ
の
冷
徹
な
視
線
が
表
れ
て
い
る
」
（
一
一
四
）

と
筆
者
は
指
摘
す
る
。

　
当
局
で
あ
る
セ
ー
ヌ
県
は
、
建
築
家
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ラ
プ
ラ
ド
を
中
心
に

据
え
計
画
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
て
い
た
。
ラ
プ
ラ
ド
は
植
民
地
モ
ロ
ッ
コ

で
の
都
布
計
画
に
深
く
関
わ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
土
着
性
を
ひ
と
つ
の
軸
に

し
た
都
市
計
画
を
理
想
と
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
マ
レ
地
区
の
場
合
、
土

着
性
を
表
わ
す
と
さ
れ
た
の
が
「
貴
族
の
街
区
」
と
し
て
の
側
面
で
あ
っ
た
。

ラ
プ
ラ
ド
は
［
八
世
紀
の
古
地
図
を
参
考
に
、
衛
生
状
態
を
改
善
さ
せ
、
工

業
の
域
外
移
転
を
進
め
な
が
ら
、
マ
レ
に
昔
巳
の
姿
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
。

「
地
区
の
神
話
は
、
こ
う
し
て
、
計
画
者
の
図
溝
上
で
具
体
的
な
姿
を
取
り

始
め
た
の
で
あ
る
」
（
～
三
九
）
。

　
ラ
プ
ラ
ド
が
作
業
を
進
め
て
い
た
一
九
六
三
年
、
マ
レ
地
区
の
事
業
に
国

家
が
関
与
を
は
じ
め
た
。
翌
六
四
年
、
地
区
は
國
家
に
よ
っ
て
保
全
地
区
に

指
定
さ
れ
る
。
セ
ー
ヌ
県
が
そ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
事
業
は
国
家
に
よ
っ

て
引
き
継
が
れ
、
国
家
と
県
が
連
係
し
つ
つ
地
区
の
整
備
計
画
を
策
定
し
て

ゆ
く
。
も
っ
と
も
、
計
画
は
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
保
全
地
区
に
指
定

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
「
保
全
活
用
恒
久
計
画
（
P
P
S
M
V
）
」
を
立
て
る

こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
マ
レ
地
区
の
場
合
、
計
画
が
承
認
さ

れ
た
の
は
指
定
か
ら
三
〇
年
以
上
も
過
ぎ
た
一
九
九
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

激
し
い
議
論
や
大
規
模
な
反
対
運
動
も
な
く
は
じ
ま
っ
た
計
画
は
、
「
国
内

の
情
勢
の
変
化
を
受
け
、
迷
走
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
～
五
二
）
。

　
皿
で
は
、
事
業
に
対
す
る
批
判
と
事
業
の
再
検
討
の
様
子
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
保
全
地
区
指
定
後
に
実
行
さ
れ
た
事
業
と
し
て
、
マ
レ
中
心
部
の

「
実
践
地
区
」
と
、
同
南
部
の
「
ジ
ャ
ル
ダ
ン
・
サ
ン
・
ポ
ー
ル
地
区
」
の

二
事
例
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
騒
音
の
出
る
産
業
を
域
外
に
移
し
、

あ
わ
せ
て
住
民
の
三
分
の
一
を
転
居
さ
せ
る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
建
設
し
た

住
宅
の
販
売
が
不
調
で
、
事
業
を
委
託
さ
れ
た
会
社
は
破
綻
し
た
。
後
者
で

は
、
移
転
の
対
象
と
な
っ
た
住
民
に
は
他
地
区
の
家
賃
を
払
え
な
い
人
が
少
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な
か
ら
ず
出
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
保
金
活
用
恒
久
計
画
は
再
検
討
に
付

さ
れ
、
地
区
の
経
済
活
動
や
生
活
実
態
を
も
考
慮
に
入
れ
る
方
向
で
見
直
さ

れ
た
。
そ
れ
で
も
、
事
業
は
マ
レ
の
地
域
社
会
に
大
き
く
影
響
し
、
地
区
の

社
会
経
済
的
な
性
格
を
変
え
て
ゆ
く
。
筆
者
は
い
く
つ
か
の
公
式
統
計
を
資

料
に
、
労
働
者
が
減
る
　
方
で
管
理
職
が
顕
著
に
増
え
た
こ
と
、
学
歴
の
点

で
も
地
区
住
民
は
パ
リ
の
平
均
よ
り
も
商
学
歴
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

　
六
〇
年
代
末
以
降
、
歴
史
性
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、
マ
レ
に
は
ギ
ャ

ラ
リ
ー
、
古
美
術
館
、
服
飾
店
な
ど
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
形
成
さ

れ
て
き
た
神
話
は
た
し
か
に
現
実
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
「
地
区
の
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
神
話
に
現
実
の
ほ
う
が
追
い
つ
く
形
で
、
建
造
物
や
人
口
が
調

整
さ
れ
、
住
民
の
教
育
水
準
や
経
済
状
態
に
も
影
響
が
現
れ
た
。
一
九
六
〇

年
代
ま
で
は
理
想
と
し
て
計
画
者
の
頭
に
し
が
な
か
っ
た
も
の
が
、
多
く
の

轟
々
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
」
（
一
八
～
）
。

　
今
日
の
マ
レ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
中
国
系
な
ど
、

新
た
な
集
団
が
睡
立
ち
、
地
区
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
も
不
、
可
欠
に
近
い
存

在
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
神
話
で
強
調
さ
れ
た
マ
レ
の
歴
史
性
は
、
マ
レ

の
一
面
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
新
た
な
集
団
も
「
マ
レ
」
と
い

う
地
名
を
積
極
的
に
用
い
て
お
り
、
表
象
と
し
て
の
マ
レ
の
価
値
は
減
じ
て

は
い
な
い
。
だ
が
、
表
象
を
強
調
す
る
こ
と
は
新
た
な
選
別
や
排
除
に
つ
な

が
り
か
ね
な
い
。
筆
者
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
人
び
と
が
白
人
男
性
に

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
若
干
の
事
例
を
示
し
つ
つ
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

「
い
っ
た
ん
成
立
し
た
神
話
は
、
適
合
し
な
い
要
素
を
巧
妙
に
排
除
す
る
。

マ
レ
地
区
は
、
神
話
に
よ
っ
て
不
穏
な
も
の
を
洗
い
落
と
さ
れ
、
『
浄
化
睡

さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
話
に
よ
る
『
浄
化
隔
需
用
は
、
新
し
く
登

場
し
て
く
る
ア
ク
タ
ー
を
も
選
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
二
＝
一
）
。

　
筆
者
は
、
マ
レ
地
区
の
都
市
計
颪
事
業
は
「
理
想
と
さ
れ
た
姿
と
実
態
の

乖
離
が
〔
…
…
〕
呼
び
込
ん
だ
し
（
二
｝
九
）
も
の
だ
と
い
う
。
事
業
に
際

し
て
、
第
二
次
大
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
や
戦
後
の
低
所
得
層
の
住
民
な
ど
、
排

除
さ
れ
た
人
び
と
が
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、

筆
者
は
次
の
よ
う
な
指
摘
で
本
書
を
結
ん
で
い
る
。
「
歴
史
姓
を
維
持
で
き

な
く
す
る
社
会
層
に
批
判
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
重
く
見
る
べ
き
で

あ
る
。
歴
史
主
義
が
政
治
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
攻
撃
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
社
会
層
と
な
る
。
歴
史
主
義
は
、
批
判
さ
れ
や
す
い
全
面
的
な

取
り
壊
し
と
は
異
な
り
、
目
に
見
え
な
い
強
制
力
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
」
（
二
二
一
）
。

　
以
上
、
筆
者
の
言
葉
に
し
た
が
い
つ
つ
、
本
書
の
内
容
を
み
て
き
た
。

　
都
市
計
画
事
業
を
長
い
時
關
の
な
か
に
位
遣
づ
け
た
本
書
は
、
地
理
学
の

書
で
あ
る
と
三
時
に
、
都
市
史
研
究
の
書
で
も
あ
る
。
以
下
で
は
後
者
の
観

点
か
ら
本
書
の
意
義
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
都
市
史
研
究
の
進
展
が
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
比
べ
て
遅
れ
、

本
格
化
す
る
の
は
　
九
七
〇
年
代
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

世
紀
に
つ
い
て
は
概
究
の
余
地
が
大
き
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
の

な
か
で
は
、
首
都
パ
リ
は
規
模
や
重
要
性
に
比
し
て
研
究
が
少
な
い
。
こ
れ

に
は
規
模
の
大
き
さ
も
関
係
し
て
い
る
し
、
一
八
七
～
年
の
パ
リ
鰭
コ
ミ

ュ
ー
ン
に
よ
る
火
災
で
膨
大
な
量
の
公
文
書
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
研
究
の
障

害
に
な
っ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
本
書
の
意
義
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
相
対
的
な
不
足
を
補
う
こ

と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
都
市
の
物
理
的
な
側
面
や
都
市
空
間
の
あ

り
方
と
、
都
市
社
会
や
都
市
政
治
の
双
方
を
収
め
た
そ
の
視
野
の
広
さ
を
こ
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評ゴ1セ

日

そ
、
ま
ず
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
歴
史
学
が
都
市
を
扱
う
際
、
政
治
や
社
会
の
側
面
が
お
も
な
関
心
対
象
に

な
り
、
都
市
そ
れ
自
体
は
背
景
や
「
前
置
き
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
陥

穽
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
日
的
な
意
味
で
の
政
治
や
社
会
が
形
成
さ
れ
る
近

現
代
に
つ
い
て
、
と
く
に
顕
著
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
に
お
い
て
も
、

一
九
世
紀
前
半
の
蜂
起
や
革
命
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
大
都
市
住
民
の
日
常
生
活

に
ま
で
分
け
入
っ
て
明
ら
か
に
し
た
喜
安
重
氏
の
一
連
の
研
究
が
、
い
ま
も

高
く
評
価
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
氏
が
こ
の
点
で
の
視
野
の
広
さ
を
有

し
て
い
る
希
有
な
都
市
史
家
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

　
都
市
計
画
事
業
の
立
案
か
ら
遂
行
ま
で
を
追
う
本
書
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ

ま
な
人
び
と
や
事
象
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
都
市
計
画
の
理
念
と
技
術
、
建

築
家
の
思
想
、
行
政
官
、
地
域
住
民
、
知
識
人
な
ど
の
意
図
や
主
張
、
事
業

決
定
の
過
程
、
事
業
の
受
容
な
ど
が
、
ひ
と
つ
ず
つ
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
参
照
し
た
資
料
も
、
関
連
当
局
の
公
文
書
、
統
計
、
地
図
、
書
簡
な
ど

か
ら
、
新
聞
・
雑
誌
、
さ
ら
に
は
文
学
作
最
や
映
画
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
る
。

　
本
書
は
ま
た
表
象
に
つ
い
て
の
研
究
書
で
も
あ
る
。
マ
レ
地
区
を
め
ぐ
る

神
話
は
都
市
計
画
の
各
段
階
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
び
と

も
神
話
に
書
及
し
て
き
た
。
事
業
は
行
政
や
開
発
の
論
理
で
動
い
て
い
た
だ

け
で
な
く
、
強
圃
な
神
話
に
囚
わ
れ
つ
つ
進
め
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ

る
。
歴
史
学
で
も
他
の
分
野
で
も
、
「
神
話
」
や
「
記
憶
㎏
な
ど
表
象
に
つ

い
て
の
研
究
は
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
が
、
一
部
に
は
、
も
っ
ぱ
ら

表
象
を
分
析
し
作
り
乎
と
受
け
手
の
問
題
を
捨
象
す
る
む
き
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
点
で
本
書
は
、
社
会
集
団
と
関
連
づ
け
つ
つ
、
表
象
が
形
成
さ
れ
る
過

程
や
受
容
さ
れ
る
経
路
を
丹
念
に
追
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
筆
者
の
視
野
の

広
さ
は
保
た
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
都
市
計
画
事
業
そ
れ
自
体
と
は
異
な
り
、
表
象
に
つ
い
て
の

資
料
は
な
か
ば
無
限
に
存
在
し
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
本
書
が
依
拠
し
た
資
料

は
限
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
本
書
の
眼
目
は
表
象
と
実
体
の
関
連

を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
資
料
の
限
定
は
本
質
的
な
問
題
に
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
鶏
神
話
臨
の
働
き
に
よ
っ
て
街
区
が
物
理
的
に
も
社
会

的
に
も
『
浄
化
臨
さ
れ
、
新
し
い
都
市
景
観
が
作
り
出
さ
れ
て
い
く
」
（
～

五
）
な
ど
の
よ
う
に
、
神
話
そ
の
も
の
が
浄
化
機
能
を
も
つ
か
の
よ
う
な
雷

い
方
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
神
話
は
～
つ
の
背
景
で
は
あ
っ
て
も
、

浄
化
や
排
除
は
人
間
の
所
為
で
あ
る
。

　
本
書
の
特
徴
で
あ
り
、
意
義
を
な
し
て
も
い
る
の
は
、
排
除
の
問
題
を
追

求
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
あ
る
地
区
の
性
格
が
特
定
の
神
話
に
沿
っ
て
変
容
す

る
と
き
、
そ
れ
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
人
び
と
が
出
て
く
る
。
マ
レ
地
区
の
場

合
、
大
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
や
戦
後
の
低
所
得
層
が
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
二
〇

世
紀
終
わ
り
、
神
話
の
拘
束
力
が
弱
ま
っ
て
地
区
に
新
た
な
ア
ク
タ
ー
が
登

場
し
て
も
、
そ
こ
に
新
た
な
排
除
の
論
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
排
除
さ
れ
た
人
び
と
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
本
書
の
至
る
所
で
感
じ
ら
れ
る
。

副
題
に
あ
る
「
浄
化
と
排
除
の
論
理
」
は
誇
張
で
は
な
い
。
都
市
計
画
は
、

机
上
の
案
や
無
機
的
な
事
業
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
で
計
画
に
関
わ
っ
た
人
び
と
の
理
念
や
考
え
、
そ
し
て
地
区
に
住
ん

だ
多
く
の
人
び
と
の
生
活
や
思
い
ま
で
も
含
め
て
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
景

観
や
選
産
の
保
護
を
謳
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
帯
び
、
社

会
に
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
か
を
示
し
た
本
書
は
、
緻
密
な
モ
ノ

グ
ラ
フ
を
通
じ
て
「
大
き
な
問
題
」
に
ア
プ
ロ
…
チ
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
、

瞠
目
す
べ
き
成
果
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
浄
化
や
排
除
の
性
質
や
機
能
は
、
よ
り
深
く
考
察
さ
れ
る
べ
き
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だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
都
市
社
会
は
複
雑
で
あ
る
。
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

浄
化
や
排
除
の
過
程
は
主
体
と
客
体
を
替
え
つ
つ
随
所
に
み
ら
れ
る
。
だ
が
、

ユ
ダ
ヤ
系
の
人
び
と
が
第
二
次
大
戦
中
に
受
け
た
扱
い
と
、
近
年
、
ホ
モ
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
の
な
か
で
非
白
白
や
女
性
が
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
扱
い

と
を
、
同
じ
流
れ
の
な
か
に
位
節
づ
け
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
妥
当
な
の
だ

ろ
う
か
。
浄
化
や
排
除
の
あ
り
方
も
規
模
も
、
何
よ
り
そ
の
文
脈
も
大
き
く

異
な
る
な
か
、
こ
の
点
を
十
分
に
検
討
し
な
い
ま
ま
す
べ
て
を
同
じ
語
で
指

し
示
す
と
、
本
書
の
成
果
や
知
見
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
平
板
な
歴
史
像

が
形
づ
く
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
も
し
、
都
市
計
画
に
は
つ
ね
に

浄
化
や
排
除
が
あ
っ
た
の
だ
と
単
純
に
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
浄
化
や
排

除
の
な
い
都
市
計
画
な
ど
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
向
き

も
で
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
避
け
る
に
は
、
皿
の
最
後
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
新
た

な
社
会
集
団
に
働
く
排
除
の
論
理
を
詳
し
く
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本

書
の
主
題
は
二
〇
世
紀
の
マ
レ
地
区
に
お
け
る
保
全
計
画
で
あ
り
、
現
在
進

行
中
の
変
化
は
中
心
的
な
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
あ
え
て
指

摘
す
る
の
は
、
本
書
の
現
在
的
な
意
義
が
大
き
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
浄
化
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
1
の
最
後
で
検
討
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
追
放

と
都
市
計
画
の
転
換
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
状
況
証
拠
を
越
え
る
も
の
が
な

い
な
か
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
「
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
」

（
九
九
）
の
か
が
、
評
者
に
は
読
み
と
れ
な
か
っ
た
。
本
書
の
も
っ
と
も
興

味
深
い
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま
た
地
理
学
に
限
ら
ず
広
く
関
心
を
集
め

る
点
だ
け
に
、
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

　
最
後
に
、
浄
化
や
排
除
と
い
う
問
題
意
識
に
関
連
し
て
、
そ
の
対
極
で
あ

る
共
生
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
般
に
、
都
市
は
共
生
の
地
で
も
あ

る
。
評
者
は
か
つ
て
拙
稿
で
、
近
代
の
フ
ラ
ン
ス
都
市
は
、
恒
常
的
に
膨
張

す
る
、
流
動
性
の
高
い
社
会
で
は
あ
っ
た
が
、
モ
ザ
イ
ク
状
で
も
な
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

紐
帯
の
な
い
匿
名
性
の
強
い
社
会
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
よ

う
な
共
生
の
側
面
は
、
集
団
よ
り
も
、
集
団
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
の
人
的

結
合
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

「
浄
化
と
排
除
の
論
理
」
に
注
目
す
る
本
書
が
集
団
の
動
き
を
追
っ
た
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
視
座
を
変
え
れ
ば
、
都
市
社
会
の
別
の
側
面
が
明
ら
か
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
み
ず
か
ら
の
問
題
設
定
に
対
し
て
は
十
分
に
答
え
を
出
し
て
い

る
。
多
く
の
資
料
に
依
拠
し
た
分
析
は
緻
密
で
あ
り
、
論
証
は
お
お
む
ね
説

得
力
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
組
み
入
れ
つ
つ
、
ど
の

よ
う
な
都
市
社
会
像
を
描
き
出
す
の
か
が
、
評
者
も
含
め
、
都
市
史
研
究
に

携
わ
る
一
入
　
入
に
問
わ
れ
て
い
る
。

①
ア
ニ
…
・
フ
ル
コ
…
「
フ
ラ
ン
ス
ニ
○
世
紀
都
市
史
一
そ
の
成
果
と
課
題

　
一
」
中
野
田
生
気
『
都
市
空
間
の
社
会
史
－
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
ー
』
山
川

　
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
一
〇
一
二
三
四
頁
。

②
長
井
伸
仁
「
貧
し
さ
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
1
近
代
フ
ラ
ン
ス
都
市
住
民
の

　
日
常
性
と
共
同
性
一
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
八
八
六
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
三

　
一
山
ハ
一
二
頁
。
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＋
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〇
一
一
年
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一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
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書
店
　
税
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八
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円
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