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「
鍵
紅
演
極
か
製
細
歓
か
プ
ズ
綜
慰
空
頼
劉
網
野
翻
い
嶺
麹
馴
聾
引
郵
翻
顧
樹
脂
額
療
影
懲

∵
妊
（
四
二
）
と
構
し
審
密
姓
（
鞍
置
）
と
云
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
當
時
の
キ
タ
イ
入
に
は
既
に
こ
れ
ら
集
團
の
由
來
、
名
繕
の
意
義
な
ど
に
就
て
　
～

納
の
正
確
な
智
欝
…
は
忘
れ
去
ら
れ
、
唯
々
み
購
い
幡
一
時
の
ま
鼠
に
彼
等
の
婚
姻
が
こ
れ
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
、
共
同
媒
樂
．
誤
解
儀
禮
の
執
行
が
僅
か
に
年
聞
行
事

…
の
一
と
し
て
幾
る
有
様
で
あ
っ
た
。
遼
代
に
降
っ
て
こ
そ
か
く
の
如
く
さ
ま
で
重
大
な
男
心
を
惹
か
な
く
な
っ
た
こ
れ
ら
集
團
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
蜜
は
　
〆

…
壌
鍵
務
諒
繁
磯
静
誘
馨
脳
髄
罐
鐘
触
難
隔
膿
醸
鰯
議
痒
噛
誇
嫁
疑
義
ポ
饗
彬
勃
…

…
も
あ
ら
う
。
こ
の
織
、
本
論
文
は
先
ず
こ
の
豫
想
を
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
隠
蟹
す
る
本
質
的
な
諸
現
象
か
ら
考
謹
し
て
、
確
か
に
そ
れ
が
キ
タ
イ
憩
野
里
下
中
W

…
の
白
馬
青
牛
説
話
に
示
唆
さ
れ
、
就
中
、
耶
律
↓
島
（
馬
）
・
審
全
乳
露
二
牛
）
と
い
う
フ
ラ
ト
ー
名
君
の
藩
義
に
顯
示
さ
れ
る
よ
う
な
ト
三
ア
ム

嚇
集
團
［
で
あ
っ
た
こ
と
を
魔
謹
す
る
。
そ
し
て
引
播
き
、
こ
の
論
謹
の
結
果
を
軍
な
る
民
族
誌
上
の
一
翼
魔
と
し
て
だ
け
に
止
め
な
い
で
更
に
、
肚
會
集
團
結
成
　
、

｝
の
原
響
る
べ
き
・
喜
・
ズ
・
の
主
薬
撫
し
つ
つ
、
キ
・
・
未
羅
會
綴
織
楚
そ
罠
蒲
を
撃
乱
髪
察
す
毒
忌
、
併
せ
て
そ
の
後
…

一の

T
を
贋
的
に
跡
ず
け
。
の
で
あ
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

胸
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
序
説

　
漏
、
9
9
鉱
。
影
の
原
始
普
遍
説
は
、
そ
れ
が
主
と
し
て
そ
の
宗
教
性

を
論
じ
て
唱
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
も
し
く
は
そ
の
社
会
性
を
強
調
し

て
為
さ
9
れ
た
に
せ
よ
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
多
か
れ
少
な
か
れ
進
化

論
的
観
点
に
立
つ
民
族
学
者
・
社
会
学
者
の
・
王
張
で
あ
っ
た
。
乃
ち
、

人
類
社
会
が
そ
の
発
展
の
当
初
に
於
て
、
必
然
的
に
経
過
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
一
つ
の
毅
階
…
だ
と
観
る
聴
｝
W
ひ
ざ
7
0
勘
ジ
ど
．
二
・
窯
。
回
α
q
昏
鐸

以
下
の
学
説
、
或
は
黛
三
一
）
ヴ
O
⇔
犀
に
始
ま
り
昭
い
●
U
μ
戸
鋒
げ
。
け
肖
に

系
統
を
引
く
所
の
宗
教
発
達
の
原
始
形
態
と
す
る
見
方
の
如
き
、
何

れ
も
こ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
原
始
文
化
の
一

元
性
が
そ
の
根
底
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
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は
勿
論
そ
の
主
唱
者
導
に
於
て
は
、
民
族
学
的
事
実
を
正
し
く
帰
納

し
て
得
ら
れ
た
結
論
だ
と
の
虜
覚
の
下
に
当
然
そ
う
主
張
さ
れ
た
こ

と
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
が
併
し
、
実
は
帰
納
で
も
何
ぞ
も
な
く
、
単
な

る
概
念
的
想
定
を
骨
子
と
し
て
之
に
適
合
し
た
事
例
を
附
合
し
た
だ

け
の
も
の
で
、
皮
実
に
無
関
係
な
弁
証
的
考
察
に
す
ぎ
な
い
．
と
い
う

酷
し
い
批
判
を
、
同
じ
民
族
学
の
中
ぞ
も
歴
史
主
義
に
立
つ
、
所
謂

文
化
史
学
派
の
人
々
か
ら
蒙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
地
球
上

の
大
き
な
部
分
に
は
、
過
去
に
於
て
も
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
持
つ
た
形

跡
の
な
い
地
方
が
尚
お
広
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
同
じ
く
ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、
現
行
の
そ
れ
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
決

－
し
で
爾
二
的
な
屯
の
ぞ
は
な
く
て
、
そ
の
聞
に
於
け
る
地
域
差
は
頗

る
薯
る
し
い
。
こ
の
点
、
少
く
と
も
こ
れ
ら
の
地
域
に
も
ト
ー
テ
ミ

ズ
ム
の
痕
跡
が
識
別
さ
れ
う
る
に
至
る
時
期
ま
で
、
原
始
普
遍
説
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

仮
説
と
し
て
の
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ぞ
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
ぞ
か
か
る
批
判
を
与
え
た
歴
史
主
義
の
立
揚
そ
の
他
よ
り

す
れ
ば
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
起
源
は
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
ぞ
あ
る
か
と
云
え
ば
、
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
芝
・
o
Q
o
冨
凱
象
に

代
表
せ
ら
れ
る
、
文
化
圏
説
内
乱
愛
山
嵩
討
O
み
7
0
0
ユ
¢
に
落
ち
つ
く

か
、
乃
至
は
独
立
し
た
発
源
を
数
ケ
所
に
認
め
る
｝
．
団
哩
養
Φ
昌
の
主
、

張
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
共
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
普
及
を
以
て
伝
播

と
仮
借
の
結
果
と
解
釈
し
て
、
原
始
文
化
の
多
様
性
を
容
認
し
、
従

っ
て
ト
；
テ
ミ
ズ
ム
の
発
生
的
考
察
に
関
す
る
結
論
と
し
て
も
、
　
一
．

が
こ
れ
を
特
定
な
狩
猟
文
化
の
所
産
と
断
ず
る
の
に
対
し
て
、
他
は

家
畜
飼
養
に
直
接
先
行
す
る
・
文
化
設
階
の
制
度
だ
と
云
う
、
ほ
ぼ
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
い
想
定
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

　
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
原
始
普
卓
説
が
こ
の
正
当
な
批
判
の
下
に
斥
け

ら
れ
、
し
か
も
之
に
代
る
学
説
ぞ
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
文
化
圏
な
る

も
の
が
遊
牧
文
化
圏
の
外
に
別
置
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
よ
り
具
体

的
に
規
定
し
て
コ
歴
・
災
上
も
つ
と
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
三
民
族
、

》
受
邸
錘
．
の
Φ
旨
．
日
、
q
糞
嵩
，
に
は
嘗
て
こ
の
制
度
の
存
在
し
た
閾
証
は

な
い
し
と
論
断
さ
れ
る
の
が
民
族
学
に
於
け
る
現
状
だ
と
す
れ
ば
、

吾
々
は
北
東
ア
ジ
ア
の
諸
種
族
、
な
か
ん
づ
く
牧
畜
地
帯
と
し
て
古

来
そ
の
性
心
を
一
貫
せ
し
め
来
っ
た
こ
の
地
の
遊
牧
民
の
闇
に
、
窄

め
て
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
問
題
を
提
餌
す
る
自
信
を
或
は
喪
失
せ
し
め

ら
れ
る
か
良
し
れ
な
い
。
併
し
な
が
ら
翻
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
進

化
論
的
立
場
の
よ
う
な
揚
合
な
ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
寒
く
も
歴
史
主

義
と
称
す
る
以
上
は
勿
論
の
こ
と
、
更
に
は
平
面
的
な
資
料
操
作
の

点
に
こ
そ
非
難
を
集
め
た
フ
レ
ー
ザ
ー
の
比
較
研
究
油
に
し
て
竜
、
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そ
れ
ら
は
掩
れ
も
、
豊
富
な
史
実
に
基
く
実
証
的
考
察
を
標
榜
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
そ
れ
が
．
確
笑
な
薫
物
に
よ
っ
て
立
論
さ

れ
る
限
［
り
、
過
去
に
於
け
る
ト
；
テ
ミ
ズ
ム
の
分
布
に
関
〃
す
る
羨
し

い
事
実
は
、
そ
の
未
解
決
の
分
野
を
そ
れ
だ
け
解
消
す
る
も
の
で
こ

そ
あ
れ
、
決
し
で
冒
頭
か
ら
拒
否
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
　
本
論
文
が
、
　
北
東
ア
ジ
ア
遊
牧
民
の
系
列
の
一
に
属
す
る

契
丹
族
困
津
銑
に
就
い
て
、
そ
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
論
ず
る
の
は
、

全
く
係
っ
て
か
か
る
立
揚
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
論
証
の
成

否
の
み
が
究
極
的
な
可
否
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
。

①
も
e
・
鴇
葺
穿
巳
馳
．
弓
。
器
毫
馨
（
類
蕊
曳
巳
。
智
・
創
貯
。
瀞
男
①
H
に
8
”
ρ
民

　
聾
冨
。
い
）

　
　
字
騒
円
聖
簿
土
　
宗
教
晟
族
学
、
四
章
、
十
一
章

②

｝
．
Ω
．
舅
、
轟
N
o
『
M
日
○
仲
費
急
m
彰
p
⇒
飾
国
巻
び
q
§
毫
・
〈
o
｝
・
毛

宇
野
博
士
　
同
上

二
、

S
・
P
・
ト
ル
ス
ト
フ
の
中
心
ト
ル
聯
人

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
説
の
批
判

　
北
東
ア
ジ
ア
諸
種
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
関
す
る
考
察
は
、
従
来

と
て
も
全
く
の
空
由
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
極
め

て
僅
少
だ
つ
た
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
玉
岡
肉
は
之
に
関
し
て
犠
か
に

｝
・
Z
●
フ
、
畷
鶴
翼
ら
。
学
5
0
＜
教
授
の
「
シ
ベ
リ
ヤ
昇
び
に
・
甲
央
ア
ジ
ア
離
繭
民

族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
、
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
o
e
．
甲
、
．
薪
、
o
ト
馨
。
く
の

　
「
現
代
ト
ル
ク
メ
ン
人
の
下
に
残
れ
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
二
元
的
組

織
の
尊
崇
」
　
（
「
蒙
古
」
八
五
－
八
七
）
を
挙
げ
う
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら

．
で
あ
る
。
中
に
在
っ
て
マ
ク
シ
モ
フ
教
授
の
論
考
は
、
直
接
こ
れ
を

参
考
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
要
は
以
下
に
問
題
と
す
る
ト

ル
ス
ト
ブ
の
議
弧
講
中
に
酪
一
晩
窺
い
・
り
ワ
仰
．
で
あ
ろ
・
つ
Q

　
ト
ル
ス
ト
フ
に
依
れ
ば
、
中
盤
の
ト
ル
コ
人
の
間
に
は
、
動
物
を

主
と
し
植
物
も
し
く
は
日
月
星
辰
を
稀
に
含
む
ト
ー
テ
ム
的
種
族

名
が
可
成
り
多
く
採
集
で
き
る
こ
と
、
1
一
九
六
～
名
称
の
う
ち
七

％
弱
に
当
る
一
一
一
二
例
が
、
犬
諄
・
牡
牛
。
巨
N
・
騎
駝
身
審
・
狼
ゆ
養
簿
以
下

よ
刀
成
っ
て
い
る
1
氏
族
社
会
の
古
風
な
特
徴
で
あ
る
種
族
の
対

称
的
分
裂
、
な
か
ん
づ
く
二
大
分
裂
の
傾
向
が
指
摘
し
え
ら
れ
る
こ

と
、
及
び
神
話
伝
説
の
申
に
動
物
種
族
名
。
動
物
祖
［
先
の
諸
例
が
尋

杁
聡
3
り
舶
鯉
ワ
Φ
ど
　
I
G
、
　
一
八
惜
鯛
組
　
　
○
汽
げ
7
9
H
碑
文
の
　
○
㈹
口
N
族
　
　
（
鉄
勒
）
・

十
二
三
世
紀
中
亜
ト
ル
諏
諸
種
族
中
の
最
も
大
き
な
照
体
名
と
し
て
の
○
σ
q
轟
・

男
彦
｝
鼠
衛
p
∵
象
β
「
集
史
」
の
○
び
q
口
蕊
妖
（
圓
鞄
）
・
》
び
鐸
7
0
p
N
凶
b
づ
p
7
p
q
霞
｝
遥
遥
μ

　
「
ト
ル
コ
系
本
史
」
の
○
σ
q
瓢
N
＝
影
謬
ぬ
白
μ
已
包
鋒
人
の
船
…
祖
た
る
旧
燃
”
午
と
花
か

ら
生
れ
た
処
女
説
話
・
野
蔓
舞
人
の
祖
先
た
る
野
薮
，
・
三
ぞ
キ
タ
イ
族
の
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白
馬
議
月
牛
・
説
話
。
緊
搾
㈹
｝
凱
N
入
の
赤
r
犬
と
ハ
ン
の
女
の
蹴
説
話
・
北
西
モ
ン
ゴ
ル

の
神
話
「
父
な
る
犬
と
恐
な
る
木
」
・
α
需
㈹
露
訳
両
§
モ
ン
ゴ
ル
及
び
ぎ
警

人
の
狼
鹿
交
配
伝
説
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
女
と
犬
の
問
に
生
れ
た
と
い
う
イ
タ

リ
ー
伝
承
の
≧
藏
9
伝
説
等
一
こ
れ
ら
の
三
点
を
根
拠
と
し
て
、
ト

　
　
　
　
　
　
山
G
巴
。
δ
餌
訊
紹
¢
o
μ

ー
テ
ミ
ズ
ム
と
二
分
組
織
に
関
す
る
理
論
が
展
開
さ
れ
る
。
乃

　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ち
二
分
組
織
と
は
、
芝
陰
拶
で
。
屋
等
の
説
明
す
る
よ
う
な
原
初
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
冨
舞
曼

別
個
▽
な
両
脚
集
団
か
ら
形
成
さ
れ
る
族
外
一
章
的
フ
ラ
ト
リ
ー
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窪
（
｛
o
駿
拶
二
巴

し
て
、
　
「
原
始
氏
族
と
し
て
田
発
し
た
」
単
一
集
団
が
、
族
内
婚
の

禁
止
に
対
処
す
る
必
要
か
ら
、
自
ら
を
二
分
し
て
成
立
せ
し
め
た
体

制
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
フ
ラ
ト
リ
i
起
源
に
関
す
る
限
ρ
先
ず

一
種
の
分
裂
説
に
左
興
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
揚
合
ト
ル
ス
ト
フ

に
於
て
は
、
種
族
内
婚
の
禁
止
を
必
歪
な
ら
し
め
た
契
機
と
は
、
云
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゆ
バ
ぴ
ゆ
ユ
ゆ
ヨ

ま
で
A
も
な
く
物
質
的
生
産
の
拡
大
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
野
　
蛮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
器
ヨ
圃
9
9
信

の
段
階
に
在
っ
て
人
類
社
会
は
、
無
統
制
な
乱
　
婚
の
為
に
正
常

な
生
塵
機
能
を
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
阻
害
を
回
避
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
露
冠
”
e
q
躍
ご
欝
厳
ご
鴫

手
験
と
し
て
、
性
タ
ブ
ー
が
現
わ
れ
る
。
か
く
て
血
　
縁
　
家
　
族

の
時
代
に
は
い
れ
ば
、
両
性
は
日
常
生
活
上
た
が
い
に
完
全
な
孤
立

状
態
に
立
ち
つ
つ
、
僅
か
に
規
定
さ
れ
た
タ
ブ
…
解
除
の
期
間
を
限

　
　
　
　
O
δ
ロ
ロ
ヨ
”
旨
㌶
験
○

つ
て
の
み
集
団
婚
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
男
性
集
団
と

女
性
集
団
と
は
、
生
殖
の
た
め
に
生
産
を
喰
止
し
た
こ
の
期
間
に
の

み
・
i
こ
の
期
鋳
を
限
っ
て
生
産
信
第
「
二
陣
に
退
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も

本
来
は
来
る
べ
爵
Q
生
産
を
囲
め
る
準
鶴
に
他
な
ら
な
い
！
　
一
全
体
と
し

て
の
社
会
を
合
成
す
る
訳
で
あ
る
。
然
る
に
企
体
と
し
て
の
生
産
の

向
上
に
著
し
く
貢
献
す
べ
き
分
業
が
両
性
各
細
読
の
闇
に
発
達
し
て

来
る
と
、
両
陣
営
は
従
来
の
よ
う
な
孤
立
性
を
次
第
に
勉
棄
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。
両
性
を
夫
女
に
混
合
す
る
経
済
集
団
が
か
く
し
て

今
や
恒
常
的
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
反
面
そ
れ
は
放
置
す
れ
ば

再
び
乱
婚
を
誘
致
し
、
従
っ
て
生
産
の
全
面
的
後
退
を
惹
起
す
べ
き

危
険
に
臨
む
も
の
だ
と
も
称
し
え
ら
れ
る
。
社
会
皮
的
な
か
か
る
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賃
。
ぴ
ひ
拶
琶
《

機
こ
そ
が
内
婚
の
禁
止
、
換
窟
す
れ
ば
族
外
婚
の
起
源
で
あ
っ
て
、
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
一
拶
コ
け
O
酔
Φ
ヨ
雛
諺

時
に
叉
こ
こ
に
二
分
組
織
の
開
始
と
、
サ
て
し
て
氏
龍
植
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
O
翼
梓
O
借
ヨ
幽
ω
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
頃
ぴ
醜
”
窪
鴫
8
θ
①
ヨ
凶
ω
ヨ

か
・
り
性
ト
」
テ
、
・
＼
ズ
ム
へ
、
性
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
か
き
り
フ
ラ
ト
リ
ー
・

ト
；
テ
ミ
ズ
ム
へ
の
推
移
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ト
ル
ク
メ
ン
入
の
民

族
誌
の
中
か
ら
抽
出
し
え
た
三
事
実
、
乃
ち
ト
ー
テ
ム
的
種
族
名
。

種
族
の
二
大
分
裂
の
傾
伺
及
び
動
物
祖
先
の
神
話
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ

ム
に
闘
漏
す
る
こ
の
理
払
礪
に
蝋
強
く
援
榊
護
さ
れ
て
、
こ
れ
こ
そ
正
し
く
ト

ー
テ
ミ
ズ
ム
が
営
田
て
彼
等
の
間
に
蛍
ス
存
し
た
遺
制
だ
と
す
る
ト
ル
ス

ト
フ
の
判
断
を
確
定
せ
し
め
て
い
る
σ
で
あ
る
。
．
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族
外
婚
を
以
て
後
来
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
附
加
さ
れ
た
制
度
と
見
倣

し
、
或
は
フ
ラ
ト
リ
ー
の
由
来
を
一
種
の
氏
族
分
裂
の
結
巣
と
す
る

見
解
な
ど
に
、
一
応
傾
聴
す
べ
き
点
が
な
い
で
は
な
い
が
、
全
体
と
し

て
彼
の
理
論
に
は
、
相
当
な
無
理
が
あ
う
て
直
ち
に
は
従
い
え
ら
れ

　
②な

い
。
就
中
そ
の
基
礎
の
上
に
樹
立
さ
れ
た
ト
ル
ク
メ
ン
の
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
と
い
う
具
体
的
な
結
論
に
は
、
余
り
に
も
粗
雑
な
論
拠
が
目

に
立
つ
こ
と
で
あ
．
ろ
う
。
ト
ル
コ
族
の
聞
に
動
物
祖
先
神
話
の
典
型

を
な
す
突
蕨
・
高
車
の
例
を
脱
漏
し
て
い
る
と
か
、
或
は
ア
ブ
…
ル
・

ガ
ジ
の
語
る
オ
グ
ー
ズ
・
カ
ン
伝
説
に
は
、
三
組
に
亘
る
父
方
の
従
姉

妹
と
の
結
婚
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
こ
の
逆
材
料
が
黙
過

さ
れ
て
い
る
と
か
云
っ
た
欠
陥
は
姑
く
措
く
と
し
て
、
よ
り
根
本
的

に
問
題
な
の
は
、
臥
処
の
…
関
係
を
無
視
し
た
機
械
的
・
平
面
的
な
比
較

法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
民
族
の
持
つ
歴
史
的
関
係
を
凄

外
視
し
て
、
単
に
事
例
の
表
面
的
一
致
。
類
似
の
み
を
集
積
す
る
、

所
謂
比
較
研
究
法
が
非
科
学
的
だ
と
す
る
非
難
は
、
既
に
フ
ン
ー
ザ

ー
に
対
し
て
す
ら
十
分
に
加
え
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
フ
が

ト
ル
ク
メ
ン
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
取
扱
っ
て
、
チ
ュ
ル
ク
及
び
モ
ン

ゴ
ル
畏
族
の
幾
時
代
に
亘
る
広
汎
な
支
派
の
事
例
を
手
当
り
次
第
に

並
べ
立
て
る
の
は
、
全
く
こ
の
轍
を
ふ
む
も
の
と
批
し
え
ら
れ
よ

う
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
提
供
す
る
資
料
を
以
て
、
強
い

て
そ
れ
を
輿
然
崇
拝
の
一
種
と
も
見
ら
れ
る
動
物
崇
拝
の
そ
れ
で
は

な
く
し
て
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
本
質
に
迫
る
名
誹
称
紀
一
源
や
曲
親
縁
閾
凶
係

に
関
す
る
も
の
だ
と
認
め
る
と
し
て
も
、
か
か
る
理
論
・
か
か
る
比

較
法
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
結
論
に
は
越
え
難
，

い
難
点
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
芝
●
類
男
ぞ
巽
。
・
ζ
む
謄
o
o
三
〇
『
び
q
碧
剛
鴇
識
§
・
o
『
類

②
　
こ
の
立
論
の
禺
発
占
川
と
な
っ
て
い
る
原
始
乱
婚
の
晶
状
能
勘
と
は
、
い
う
ま

で
切
な
く
分
類
式
親
族
組
織
に
対
応
す
べ
き
婚
姻
制
度
と
し
て
、
モ
ル
ガ

　
ン
の
提
唱
に
係
る
竜
の
で
あ
っ
て
以
後
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
説
で
は

あ
る
が
、
そ
の
後
の
民
族
学
的
実
証
の
結
果
は
、
む
し
ろ
こ
の
仮
説
を
架

空
的
な
も
の
と
断
ぜ
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二
分
体
制
…
の
起
源
に

関
し
て
も
、
リ
ヴ
ァ
ー
ス
説
…
を
斥
け
て
之
を
単
∴
な
原
始
氏
乱
族
の
内
部
分

裂
か
ら
説
…
明
す
る
の
は
、
や
は
η
今
爾
の
通
説
と
し
て
は
受
け
と
刀
難
い

が
、
　
一
濾
こ
れ
は
見
解
の
相
違
と
し
て
問
題
の
埼
外
に
置
く
こ
と
竜
で
き

よ
う
。
が
併
し
ト
ル
ス
ト
フ
理
論
の
最
亀
根
幹
た
る
性
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
か

ら
フ
ラ
ト
リ
ー
・
ト
1
テ
ミ
ズ
ム
へ
の
推
一
目
に
就
　
て
は
、
重
大
な
る
疑
問
が

挾
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
鼠
う
の
は
、
性
ト
ー
テ
ム
m
・
f

を
中
心
に
結
…
食
し
た
男
性
焦
…
闘
・
女
性
集
麟
が
解
体
し
て
、
男
女
を
＃
〔
し
た

二
個
の
経
済
集
団
に
変
成
さ
れ
た
時
、
こ
の
新
し
い
集
団
は
等
し
く
ト
ー

テ
ム
m
・
f
の
成
員
か
ら
混
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず

　
一
方
が
㎜
ト
1
テ
ム
に
よ
っ
て
抽
視
一
さ
れ
、
他
方
が
f
お
ー
テ
ム
を
共
有
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す
る
こ
と
に
な
る
…
こ
の
揚
合
m
。
f
以
外
の
全
く
新
し
い
ト
ー
テ
ム

我
・
b
を
採
用
す
る
と
し
て
竜
二
様
で
あ
る
が
一
と
い
っ
た
変
化
は
、

成
員
と
ト
ー
テ
ム
と
の
集
腿
的
親
縁
関
係
を
基
調
と
す
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

の
本
義
か
ら
し
て
は
、
と
う
て
い
説
明
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

占
…
、
現
行
一
の
い
わ
ゆ
る
性
ト
蓄
テ
ミ
ズ
ム
な
る
も
の
も
、
実
は
た
だ
男
女

聞
に
守
護
動
物
や
呪
物
鯉
の
鳳
糊
一
類
を
異
に
し
、
食
用
そ
の
仙
｝
に
違
っ
た
タ
ブ

蓄
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
　
一
応
ト
…
テ
ミ
ズ
ム
と
想
定
さ
れ
仮

り
に
性
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
名
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
い
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
名
称
に
軌
わ
れ
て
直
ち
に
一
般
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
同
一
視
さ
る
べ

き
で
な
い
の
を
参
考
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
ア
ジ
ア
諸
種
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
書

　
ω
　
高
車
・
突
蕨
の
場
合

　
ト
ル
ク
区
ン
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
関
す
る
ト
ル
ス
ト
フ
の
論
説

は
、
か
く
し
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
受
納
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の

使
用
す
る
資
料
の
性
質
を
通
じ
て
、
吾
女
は
一
応
そ
の
可
能
性
を
認

め
る
こ
と
だ
け
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ

戴
悶
族
を
含
め
た
広
義
の
ツ
ー
ラ
ン
民
族
の
闇
に
は
、
荒
削
に
於
て
も

ト
；
テ
ミ
ズ
ム
の
痕
跡
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
現
在
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
ト
ル
ク
メ
ン
の
場
合
と
同
様
な
可
能
性
だ
け

で
も
、
之
を
ア
ジ
ア
諸
種
族
の
上
に
翫
来
る
限
り
遊
づ
け
ら
れ
れ

ば
、
其
は
キ
タ
イ
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
目
下

の
目
的
に
と
っ
て
、
決
し
て
不
必
要
淡
準
備
工
作
ぞ
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
か
か
る
見
地
か
ら
広
く
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
異
和
誌
に
瞥
見
を

加
え
る
と
、
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
は
必
ず
し
も
少
く
は
な
い
の

を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
前
に
触
れ
る
所
の
あ
っ
た
調
革
。

高
車
に
し
て
も
、
或
る
程
慶
の
手
懸
り
な
ら
ば
之
を
提
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
乃
ち
「
北
史
」
（
九
八
一
九
九
）
の
語
る
所
に
よ
れ
ば
、

高
車
族
の
始
祖
は
飼
奴
の
王
女
と
感
量
と
の
聞
に
生
れ
た
男
子
ぞ
あ
．

つ
た
し
、
突
三
族
に
就
て
も
、
些
か
異
な
る
一
一
様
の
伝
説
を
通
じ
て

同
書
が
「
こ
れ
、
説
は
殊
る
と
難
竜
終
に
狼
種
な
り
」
と
結
ん
で
竜
い

る
よ
う
に
、
そ
の
始
祖
は
狼
を
母
と
し
て
生
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
も
つ
ど
も
こ
れ
ら
の
伝
説
は
何
れ
も
中
国
文
献
の
み
か
ら
伝
え

ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
勿
論
だ
か
ら
と
云
っ
て
中
国
人
の
想
像

に
出
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
後
世
、
十
二
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
が
自
ら

の
手
ぞ
そ
の
古
い
口
伝
を
書
き
残
し
た
［
、
元
朝
秘
史
』
H
・
鷺
9
西
9
7

β
鐸
践
づ
筏
窪
8
ぴ
叡
ミ
簿
β
に
、
彼
等
の
思
入
を
記
し
て
明
白
に
之
を
牡

狼
に
帰
し
て
い
る
事
実
を
参
照
す
れ
ば
、
　
「
北
愛
し
の
記
載
も
ま
た

当
時
に
於
け
る
突
蕨
。
高
車
の
口
伝
を
直
接
も
し
く
は
開
接
に
聞
知

し
た
中
国
習
得
が
、
忠
笑
に
そ
れ
を
書
き
記
し
た
電
の
で
あ
ろ
う
こ
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と
は
推
察
に
難
く
な
い
。

　．

ﾆ
こ
ろ
で
動
物
祖
先
の
伝
承
が
あ
る
か
ら
と
雪
う
だ
け
で
、
そ
の

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
わ
止
憲
女
す
る
こ
と
は
一
肩
・
う
ま
で
貞
も
山
な
く
余
h
ソ
に
」
も
一
早

計
に
す
ぎ
る
。
成
る
ほ
ど
高
車
の
先
と
い
わ
れ
る
飼
奴
に
は
、
単
干
の

氏
族
で
あ
る
攣
脱
蝋
と
婚
を
通
ず
る
貴
種
と
し
て
の
呼
衛
氏
・
蘭
氏
・

須
卜
氏
（
丘
林
氏
）
が
あ
っ
て
、
族
外
婚
の
制
度
は
孝
女
確
実
だ
つ
た

と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
（
皮
認
一
一
〇
．
・
漢
書
九
四
・
後
漢
選
一
一
九
ψ
、

肝
腎
の
皆
皆
。
週
案
に
就
て
は
未
だ
こ
れ
を
確
認
す
る
ま
で
に
は
立

ち
至
っ
て
い
な
い
し
、
他
面
そ
れ
に
彼
等
の
筑
族
制
社
会
の
実
際

も
、
単
に
五
部
高
車
・
＋
姓
愚
管
・
九
姓
測
標
と
い
っ
た
命
名
か
ら

漠
然
た
昏
想
像
が
為
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ト
ー
テ
ミ
ズ

ム
を
推
定
す
る
に
必
要
な
随
伴
現
象
か
ら
全
く
孤
立
し
た
隠
密
説
話

は
、
こ
の
揚
合
ま
ず
何
の
手
懸
り
を
も
な
し
え
ら
れ
な
い
で
も
あ

ろ
う
。

　
確
か
に
、
若
し
も
上
記
し
た
申
園
文
献
が
そ
の
末
段
に
加
え
て
い

る
興
味
深
い
一
節
を
見
逃
す
と
か
、
乃
至
は
表
過
し
な
い
ま
で
も
之

に
正
当
な
解
釈
を
施
し
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
通
り
ぞ
あ
ろ

う
。
注
意
を
惹
く
に
足
る
末
段
の
一
節
と
は
他
ぞ
も
な
い
。
突
蕨
に

就
い
て
は
、
　
り
く
の
狼
種
乳
κ
る
所
　
以
一
を
述
べ
た
後
に

　
　
…
彼
等
突
鰍
入
は
、
だ
か
ら
そ
の
牙
門
に
鳶
頭
の
嶽
を
建
て
、

　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
祖
先
を
常
に
意
識
に
上
し
て
い
る
。

と
つ
け
加
え
、
着
膨
に
就
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
　
…
狼
の
子
孫
だ
か
ら
導
車
人
は
、
好
ん
で
発
声
を
引
き
伸
し
て

　
　
長
歌
す
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
狼
の
遠
吠
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
g
o
…
o
。
。

種
族
の
共
同
祖
先
を
自
然
界
の
詣
る
特
定
な
種
に
認
め
、
従
っ
て

こ
の
種
に
特
別
な
親
近
感
情
を
懐
い
て
そ
れ
が
慣
行
と
な
り
、
更
に

遺
制
化
し
て
行
く
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
一
般
的
過
程
を
考
慮
す
る
時
、

狼
祖
伝
説
と
井
せ
て
、
そ
の
動
物
の
形
象
を
聖
な
る
同
類
と
見
傲

し
、
或
は
そ
の
動
物
の
性
質
を
好
ん
で
模
倣
し
、
も
し
く
は
義
務
と

し
て
真
似
る
こ
之
が
突
恢
・
高
車
人
を
通
じ
て
の
信
念
と
な
り
慣
習

と
な
っ
て
い
た
の
を
示
す
こ
の
馬
丁
犬
こ
そ
は
、
彼
等
の
ト
ー
チ
内
ミ
ズ

ム
を
そ
の
可
能
性
の
範
囲
に
於
て
容
認
せ
し
め
る
に
難
く
は
な
い
は

ず
ぞ
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
説
明
し
た
ト
ー
テ
ム
の
徽
章
。
紋
章
と
し

て
の
意
義
は
、
呪
窪
μ
臓
⇔
族
か
ら
囚
毛
銀
鉱
渇
け
一
族
に
か
け
て
の
北
米
大

陸
西
北
海
岸
の
土
人
の
闇
に
、
特
に
顕
著
に
符
合
し
た
こ
と
で
あ
る

し
、
リ
ヅ
ァ
ー
ス
の
主
張
す
る
成
「
員
と
ト
ー
テ
ム
闇
の
体
質
的
な
類

似
は
、
こ
れ
ま
た
北
米
○
題
Ψ
≦
詳
族
の
問
で
「
熊
氏
族
」
の
成
員
が

勇
敢
で
あ
b
・
、
　
「
鶴
氏
族
」
の
成
員
が
鶴
を
髪
隠
す
る
澄
ん
だ
声
を
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発
す
る
等
、
以
下
竃
。
碧
6
・
・
㌶
の
諸
例
が
共
に
証
明
す
る
所
で
も

　
　
①

あ
る
。

　
以
上
の
理
由
か
詳
り
私
は
、
｛
商
宙
†
・
突
蕨
の
…
揚
A
口
を
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

の
可
能
性
の
下
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
事
笑
を
目
し
て
別

の
理
解
も
ま
た
存
在
す
る
。
護
雅
夫
学
士
の
ω
冨
二
王
影
宮
ご
説
で
あ

っ
て
㍉
そ
の
詳
細
は
「
遊
牧
国
家
に
於
け
る
王
権
神
授
と
い
、
ワ
考
え

ー
ト
ッ
ケ
ツ
民
族
の
揚
合
」
（
歴
研
一
三
三
）
・
「
古
代
一
ト
ル
コ
族
（
高

車
）
の
始
祖
説
話
に
つ
い
て
」
（
北
方
文
化
研
究
報
告
八
）
に
見
ら
れ
る
。

シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
に
し
て
、
北
ア
ジ
ア
愛
馬
族
、

就
中
ト
ル
コ
系
の
突
蕨
・
高
節
族
の
そ
れ
を
論
ず
る
こ
の
労
作
は
、

、
ツ
ン
グ
ー
ス
系
諸
種
族
に
於
て
は
言
わ
ず
竜
が
な
、
広
く
ト
ル
コ

系
・
モ
ン
ゴ
ル
系
の
遊
牧
民
に
於
て
竜
そ
こ
に
巫
者
。
呪
師
を
臨
界

と
す
る
呪
術
宗
教
的
儀
礼
が
存
す
る
限
り
、
正
当
な
一
面
を
失
わ
な

い
も
の
ぞ
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
は
、
氏
が
上

記
し
た
突
厭
の
狼
態
。
高
車
の
長
曝
と
い
っ
た
慣
行
を
も
拝
せ
て
、

金
面
的
に
そ
れ
ら
を
シ
ャ
ー
マ
論
ズ
ム
の
系
列
の
中
に
収
容
す
る
点

に
は
、
些
か
疑
義
な
き
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
ト

」
テ
ミ
ズ
ム
に
し
ろ
シ
ャ
ー
マ
ユ
ズ
ム
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
共
に

｝
凱
旨
宮
5
の
鎚
界
、
も
し
く
は
プ
レ
ア
一
て
・
、
ズ
ム
7
5
ち
〉
鼠
鎚
旨
鵠
琶

の
世
界
に
在
る
儒
…
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
、
低
文
化
の
特
色
と
し
て
何

れ
も
そ
の
外
爾
的
な
変
化
が
陣
極
く
限
ら
れ
る
の
は
已
む
を
え
な
い
．
て

あ
“
り
・
り
。
例
え
げ
い
シ
ャ
ー
マ
ン
の
瀞
二
色
の
一
、
て
あ
ワ
9
轡
皿
界
巡
歴
‘
に
し

て
も
、
類
似
の
構
想
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
中
に
在
っ
て
も
一
つ
の
基

本
的
な
形
と
し
て
硯
わ
れ
て
く
る
。
衰
退
期
に
入
っ
た
ト
ー
テ
ミ
ズ

ム
が
、
も
は
や
在
来
の
ま
ま
に
ト
ー
テ
ム
動
植
物
か
ら
の
人
聞
の
発

生
を
説
明
し
難
く
な
っ
た
時
、
ト
ー
テ
ム
氏
族
員
と
ト
ー
テ
ム
種
と

の
聞
の
親
縁
関
係
は
、
新
た
に
創
案
さ
れ
る
神
話
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
の
ぞ
あ
る
が
、
こ
の
基
本
的
な
形
式
を
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
北
米
土

入
類
紘
鳥
整
版
、
同
貯
瓦
r
↓
。
・
助
霧
迂
霧
冨
諸
…
族
の
例
を
纒
め
て
氏
族
祖
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

秘
的
世
界
滞
在
と
称
し
た
。
蓋
し
そ
こ
で
は
馬
蝉
祖
は
、
空
想
的
世

界
を
渡
り
歩
く
間
ず
っ
と
そ
の
ト
ー
テ
ム
動
物
と
生
活
を
共
に
す
る

結
｝
果
、
か
く
て
結
ば
れ
た
親
響
関
係
か
ら
ト
ー
テ
ム
動
物
の
性
柊
…
を

獲
得
し
、
彼
が
再
び
人
鄭
重
に
帰
り
来
る
や
、
こ
こ
に
そ
の
動
物
の

名
前
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
云
う
の
が
常
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
比
較
し
て
み
る
と
、
少
く
と
も
外
観
上
に
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
特
色
づ
け
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
特
徴
づ
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
の
霊
界
巡

歴
と
氏
族
祖
の
神
秘
的
世
界
滞
在
の
問
に
根
本
的
な
区
罰
を
立
て
る

こ
と
は
酬
困
難
ぴ
な
成
心
を
帽
父
臆
U
る
で
も
あ
ろ
演
つ
Q
一
更
に
こ
れ
が
、
シ
ャ
ー

26 （／鋤



キタイ氏族｛劉の起源とトーテミズム（愛矯）

マ
ン
祭
儀
O
こ
れ
ま
た
大
き
な
特
徴
を
な
す
巫
者
に
よ
る
動
物
の
物

真
似
と
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
本
質
た
る
ト
ー
テ
ム
成
員
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
ト
ー
テ
ム
動
物
の
類
似
行
為
と
に
至
っ
て
は
、
卒
爾
に
は
と

う
て
い
之
が
識
別
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
併
し
な
が
ら
外
面
上
の
酷
似
に
も
拘
ら
ず
、
実
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
表
現
形
式
の
申
に
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

自
他
を
弁
別
す
る
一
線
が
颪
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
線
と

い
・
り
の
一
は
何
よ
り
」
も
、
ト
ー
チ
ミ
ズ
ム
一
か
W
単
逆
な
w
⇔
｛
示
訓
教
的
」
信
息
芯
で
は

な
く
し
て
、
同
時
に
社
会
休
制
で
竜
あ
る
と
い
う
点
に
係
っ
て
い
る
。

フ
レ
ー
ザ
ー
や
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
従
っ
て
極
端
に
ま
で
競
え
ば
、
ト
ー

テ
ム
成
員
と
ト
ー
テ
ム
と
の
闘
四
係
は
、
全
く
同
一
平
面
に
閏
属
す
る
対

等
関
係
で
こ
そ
あ
れ
決
し
て
神
に
対
す
る
僑
者
の
よ
う
に
隔
絶
し
た

聖
俗
関
係
で
は
．
な
い
。
従
っ
て
親
近
の
対
象
と
は
な
っ
て
も
崇
拝
の

対
称
と
は
φ
な
許
り
ゆ
な
い
ト
ー
テ
ム
は
、
当
然
壷
献
四
か
日
り
｛
派
教
の
一
節
脚
藤
鰯
に
は

入
れ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
ぞ
す
ら
あ
る
。
つ
ま
り
ト
ー
テ
ミ
ズ

ム
と
は
本
源
的
に
は
集
団
を
規
整
す
る
一
種
の
原
理
で
あ
っ
て
、
こ

の
点
ア
一
て
、
、
ズ
ム
を
背
景
と
す
る
原
始
宗
教
と
し
て
の
シ
ャ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
は
裁
然
と
境
界
を
薗
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
当

然
具
体
的
な
表
現
形
式
の
聞
に
見
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
、
で
は
そ
れ
は
何
所
に
い
か
に
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

が
問
わ
れ
る
順
序
と
な
っ
て
く
る
。

　
問
題
を
必
要
な
最
小
限
度
に
止
め
る
た
め
に
、
上
掲
の
事
例
に
限

っ
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
乃
ち
シ
ャ
ー
マ
ン
の
霊
界
巡
歴
に
せ

よ
氏
族
祖
の
神
秘
的
世
界
滞
在
に
せ
よ
、
そ
こ
に
等
し
く
現
わ
れ
来

る
動
物
と
の
緊
密
な
接
触
で
あ
る
が
、
こ
の
揚
合
、
前
之
な
ら
ば
凡

そ
精
霊
あ
り
と
儒
ぜ
ら
れ
る
一
切
の
動
物
が
無
差
別
に
登
翻
し
て
く

る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
か
か
る
自
由
は
全
く
許
さ
れ
な
い
。
氏
族

祖
が
交
渉
を
持
ち
う
る
動
物
は
唯
女
一
つ
、
そ
の
ト
ー
テ
ム
種
に
属

す
る
動
物
に
厳
絡
…
に
限
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
接
触
の
主
体
が
、
一

は
あ
く
ま
で
も
シ
ャ
…
マ
ン
と
去
う
特
殊
個
人
の
特
権
で
あ
る
の
に

反
し
て
、
他
は
氏
族
代
表
と
し
て
の
氏
族
祖
、
換
思
す
れ
ば
氏
族
成
員

の
全
体
が
こ
の
麿
資
格
者
と
し
て
そ
の
・
甲
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
事
情
は
動
物
の
物
真
似
の
項
に
至
っ
て
虚
偽
明
豊
さ
を

加
え
る
訳
ハ
で
あ
っ
て
、
シ
ャ
…
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
演
禺
出
個
を
こ
そ
シ

ャ
ー
マ
ン
一
人
に
限
る
も
の
の
、
演
禺
さ
れ
る
動
物
と
し
て
は
狼
の

吠
声
。
蛇
の
爬
走
。
烏
の
疇
声
。
馬
の
蹴
り
模
∵
驚
鳥
の
飛
び
方
、

野
て
の
他
と
い
っ
た
多
彩
さ
ノ
し
あ
る
に
噌
引
換
え
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
正

に
そ
の
正
反
対
の
、
演
出
者
は
氏
族
員
全
員
・
演
出
さ
れ
る
動
物
は
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と
い
え
ば
之
は
厳
密
に
ト
；
テ
ム
動
物
一
種
と
決
っ
て
い
る
。

　
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
本
質
に
係
わ
る
相
…
異
を
か

く
の
如
く
に
見
究
め
て
く
る
と
、
か
の
突
三
人
の
狼
、
頭
の
縢
・
高
車

族
の
狼
声
は
、
シ
ャ
；
マ
ニ
ズ
ム
に
属
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
に
関
係
す
べ
き
次
碑
距
骨
か
、
白
H
ら
明
か
に
占
な
る
こ
と
で
あ
ろ
・
り
。

．
蓋
し
同
じ
く
狼
に
出
自
す
る
薦
者
が
、
そ
の
種
族
祖
に
対
す
る
強
い

意
識
を
蓑
比
す
る
形
式
と
し
て
、
ま
た
種
族
祖
た
る
狼
へ
の
深
い
親

近
感
を
強
調
す
る
行
為
と
し
て
、
掴
人
的
に
で
は
な
く
集
圃
的
に
採

用
す
る
償
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
か
く
は
言
っ
て
も
私
は
、

護
学
士
の
説
に
反
対
し
て
突
指
・
高
慮
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
否
定

す
る
積
り
は
毛
頭
な
く
、
適
正
該
博
数
輩
の
見
解
に
従
っ
て
北
方
ア

ジ
ア
諸
種
風
聞
の
そ
れ
を
容
認
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

私
の
議
論
に
は
当
然
、
で
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の

混
合
を
何
如
に
処
狸
す
る
か
の
質
問
が
提
臨
さ
れ
よ
ヶ
。
併
し
之
に

就
て
は
、
必
ず
し
も
二
者
択
一
帥
な
関
係
を
固
激
す
る
要
は
な
い
の

で
あ
っ
て
、
北
ア
ジ
ア
諸
種
族
の
シ
ャ
ー
マ
一
一
ズ
ム
を
通
説
に
依
拠

し
て
、
高
極
地
帯
に
本
源
を
発
し
た
真
正
シ
ャ
；
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
播

と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
応
の
説
明
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
蓋
し

一
般
論
”
階
に
い
っ
て
プ
レ
ア
皿
て
・
、
ズ
ム
の
段
階
…
に
属
す
る
ト
ー
テ
ミ

ズ
ム
は
、
後
｛
米
の
伝
播
山
叉
化
た
る
シ
ャ
ー
マ
ユ
ズ
ム
の
中
に
滋
団
献
…
そ

の
遺
観
を
黎
め
え
ら
れ
よ
う
し
、
且
つ
又
こ
の
揚
々
、
上
記
し
た
表

現
形
式
の
外
観
的
類
似
が
、
こ
の
大
勢
を
一
層
た
や
す
い
も
の
た
ら

し
め
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
尚
お
ま
た
最
後
に
今
ム
つ
淀
着
し
て
お
か
ね
ば
な
ぬ
こ
と
は
、
こ

れ
も
私
が
、
た
だ
単
に
狼
祖
説
話
と
慰
楽
叢
。
二
曲
と
い
う
こ
れ
だ
け

の
資
耐
料
か
ら
、
狼
を
目
し
て
そ
れ
が
突
．
厭
∴
掌
編
単
の
ト
ー
テ
ム
だ
つ

た
と
断
言
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
断
定
を
下
す

為
に
は
、
彼
等
の
民
族
誌
が
も
っ
と
精
密
に
調
査
さ
れ
、
就
中
そ
の

氏
族
制
度
の
分
析
が
更
に
完
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
論
を
侯
つ
ま
ぞ
も
な
い
。
基
礎
工
作
の
こ
の
不
備
を
十
分
に
慮
覚

し
て
、
こ
こ
ぞ
は
あ
く
ま
ノ
」
も
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
可
鮎
南
面
を
訟
鋼
じ
て

い
る
の
ぞ
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
こ
の
結
論
も
、
単
な
る
蓋
然
性

に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
更
め
て
断
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
ノ
く
．
導
く
㊦
」
い
」
ご
5

　
　
］
貞
．
U
罎
ζ
お
営
ポ
リ
、
o
「
営
。
い
色
曾
さ
纂
9
誘
ψ
負
。
ぽ
鼠
。
機
鉱
確
2
u
o
・
筈
電
岡
剛

②
】
沖
づ
長
臼
。
ぎ
”
冒
｝
窪
●

　
　
　
的
　
吐
蕃
そ
の
他
の
場
合

山
尚
富
撃
・
突
．
瞼
榊
の
揚
合
「
に
比
べ
る
と
、
．

オ
ぎ
ま

叶脚

ﾀ
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
、
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①

数
設
そ
の
確
実
性
を
進
め
て
い
る
。
ρ
冨
。
娼
に
依
れ
ば
、
チ
ベ
ッ

ト
古
文
献
男
郎
み
。
昌
多
営
昌
弓
O
－
鼠
6
の
、
．
Ω
μ
α
ゐ
7
餌
謬
σ
q
．
．
に
は
猿

に
禺
賛
す
る
チ
ベ
ッ
ト
人
の
古
伝
説
が
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
云

う
。
も
っ
と
竜
古
伝
説
と
い
っ
て
も
こ
の
文
献
は
、
精
女
十
ご
。
一
ご

世
紀
の
編
纂
に
係
る
も
の
ぞ
あ
り
、
且
つ
伝
説
の
構
成
そ
れ
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
o
ヨ
つ
拶
器
囲
。
麺
鉾
。
ω
私
苫

・
も
、
淫
乱
の
牝
猿
を
済
度
す
る
為
に
菩
薩
の
化
身
が
之
と
契
っ

て
チ
ベ
ソ
ト
族
の
始
祖
を
生
ん
だ
と
い
う
風
に
、
仏
教
説
話
の
性
格

を
濃
厚
に
し
て
お
り
、
こ
の
点
、
直
ち
に
こ
の
伝
説
を
チ
ベ
ッ
ト
純
粋

の
そ
れ
だ
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
は
差
し
控
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

併
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
猿
島
説
話
が
な
お
純
然
た
る
古
代

チ
，
、
ヘ
ッ
ト
族
の
口
伝
ぞ
あ
っ
た
と
確
信
す
る
理
由
は
、
卑
し
て
得
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
彗
瞭
馨

れ
な
い
訳
ぞ
は
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
族
の
一
分
派
た
る
党
稗
貫
に
就

て
、
そ
の
消
息
を
最
も
早
く
伝
え
た
「
隔
書
」
が
乃
ち
そ
の
材
料
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
党
項
蒐
と
は
三
苗
の
後
で
あ
る
。
現
在
で
は
宕
白
閏
族
。
白
狼
族

　
　
と
い
っ
た
支
派
に
分
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
彼
等
は

　
　
一
様
に
禰
猴
の
種
だ
と
自
称
す
る
。
…
…
山
谷
の
間
に
居
を
占

　
　
め
、
一
姓
ご
と
に
部
落
を
形
成
し
、
最
大
五
干
余
騎
か
ら
最
少

　
　
三
余
騎
の
集
団
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
生
業
は
驚
牛
薫
キ
・
瀦
を

　
　
牧
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
営
ま
れ
、
農
耕
に
従
事
す
る
こ
と
は

　
　
知
ら
れ
て
い
な
い
。
…
…

氏
族
と
推
定
さ
れ
る
旗
縁
集
団
を
以
て
そ
の
社
会
の
中
核
と
な
し
て

い
る
所
の
牧
畜
種
族
た
る
タ
ン
ダ
ー
ト
族
が
、
宏
墨
・
白
髪
以
下
の

同
類
と
共
に
猿
祖
説
話
を
共
有
し
て
い
た
と
云
う
か
ら
に
は
、
た
と

え
「
為
書
」
に
は
未
だ
吐
蕃
伝
が
立
て
ら
れ
ず
、
且
つ
「
唐
書
」
に
至
て

初
見
す
る
そ
の
書
伝
に
も
こ
の
種
の
報
告
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
竜
、

同
じ
く
チ
ベ
ッ
ト
種
に
属
す
る
吐
蕃
族
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
岡
様
　
な

事
実
が
そ
こ
に
も
存
し
た
と
見
徹
す
公
算
は
殆
ど
確
実
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
中
国
・
文
献
を
上
記
チ
ベ
ッ
ト
古
伝
一
説
に
参
照
し
て
吾

々
は
、
少
く
と
も
猿
祖
説
話
そ
の
も
の
だ
け
は
、
決
し
て
仏
教
的
潤
色

の
所
産
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
猿
祖
説

話
と
氏
族
編
成
の
社
会
組
織
に
加
う
る
に
、
両
「
字
書
」
吐
蕃
伝
（
一

四
六
・
二
一
六
）
が
ご
致
し
て
伝
え
る
犠
牲
獣
と
し
て
の
彌
猴
の
習
償

を
以
一
て
・
ず
れ
ば
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
類
推
・
す
る
基
礎
的
四
条
件
ロ
は
か
山
な

り
轟
そ
ろ
う
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
上
に
今
一
つ
最
も
重
要
な
事
実
を

添
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
、
吐
蕃
に
於
け
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の

可
能
性
が
馬
歯
・
高
車
に
比
べ
て
一
段
と
大
き
い
所
以
が
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
最
震
得
な
事
実
と
は
実
に
他
で
竜
な
い
。
丈
成
公
主
に
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纏
つ
わ
る
挿
話
で
有
名
な
か
の
吐
蕃
人
書
起
の
習
俗
な
の
で
あ
る
。

貞
観
十
五
年
（
六
変
心
）
、
文
成
公
主
を
和
蕃
公
主
と
し
て
吐
蕃
王
に

嫁
が
し
め
た
顛
末
は
、
両
「
墨
書
し
。
「
資
治
通
貨
」
に
大
悦
小
異

の
記
載
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
ぞ
は
「
旧
聖
書
」
に
拠
っ
て
問
題

の
三
所
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
…
…
文
成
公
主
を
迎
え
た
吐
蕃
王
は
、
特
に
公
主
の
為
に
城
邑

　
　
を
築
き
張
工
を
立
て
て
、
こ
れ
に
処
ら
し
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
然
る
に
公
主
は
そ
れ
で
も
な
お
吐
蕃
の
風
習
に
な
じ
ま
な
い
。

　
　
特
に
吐
蕃
人
の
賭
面
を
嫌
醸
し
た
の
．
で
、
ロ
バ
管
そ
の
意
を
迎
え

　
　
ん
と
す
る
吐
蕃
王
は
、
遂
に
国
中
に
命
令
を
発
し
て
《
叢
り
に

　
　
且
ら
く
こ
の
俗
を
罷
め
し
め
る
こ
と
に
し
、
霞
ら
も
ま
た
率
先

　
　
し
て
吐
蕃
風
の
焼
野
を
釈
い
て
績
綺
を
ま
と
い
、
次
第
に
中
国

　
　
風
の
生
活
…
様
式
に
同
化
し
て
い
っ
た
。
：
…
・

こ
こ
に
麓
面
と
あ
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
簾
、
す
な
わ
ち
赤

土
で
以
て
面
を
塗
る
を
酌
み
と
す
る
」
（
新
唐
書
）
と
い
っ
た
一
種
の

風
轡
で
あ
る
が
、
勿
論
お
洒
落
れ
や
お
化
粧
の
意
味
を
持
つ
亀
の
で

は
竃
も
な
い
。
　
7
て
の
国
人
は
み
な
麓
を
以
て
面
に
塗
る
L
．
（
通
雛

一
九
六
）
の
ぞ
あ
る
か
わ
、
老
幼
男
女
を
問
わ
な
い
所
の
土
俗
で
あ
、

つ
た
．
は
ず
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
公
主
の
意
を
迎
え
て
之
が
禁
令
を

発
し
た
吐
蕃
王
も
、
さ
す
が
に
永
年
め
土
俗
が
一
片
の
謎
苓
ぞ
簡
単

に
処
置
で
き
る
も
の
だ
な
ど
と
は
考
え
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
み
え
、

さ
て
こ
そ
「
権
り
に
旦
ら
く
之
を
罷
め
し
め
た
」
に
他
な
ら
な
い
。

「
通
聡
し
・
「
款
殴
書
」
が
叙
述
の
簡
潔
化
に
急
な
る
余
り
「
令
を

下
し
て
之
を
禁
ず
」
と
改
め
た
の
は
、
　
「
旧
罫
書
」
の
含
蓄
を
台
な

し
に
す
る
礎
ノ
筆
の
疎
忽
と
称
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
チ

ベ
ッ
ト
の
土
俗
と
し
て
の
蒲
顔
の
風
習
と
ま
で
は
判
明
し
て
も
、
さ

て
之
が
ど
の
よ
う
な
起
源
と
何
如
な
る
意
義
を
具
え
た
も
の
で
あ
る

か
に
覧
て
は
、
中
国
・
文
献
に
は
一
書
の
説
開
・
も
な
い
。
併
し
な
が
ら
チ

ベ
ッ
ト
種
族
に
皿
航
て
、
そ
の
輔
狼
…
祖
説
話
以
下
の
民
俗
…
を
既
に
知
っ
て

い
る
寺
塔
に
と
っ
て
は
、
殆
ど
確
定
的
に
こ
れ
が
起
源
を
彌
猴
の
形

態
に
真
似
る
行
為
か
ら
発
し
て
い
る
と
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
猿

は
外
貌
上
の
特
徴
と
し
て
赤
い
顔
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
自
ら
を

猿
の
子
孫
だ
と
自
称
す
る
吐
蕃
人
は
、
自
分
等
も
ま
た
猿
と
同
じ
よ

う
に
赤
い
顔
が
持
ち
た
い
、
乃
至
は
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
願
望
す

る
。
こ
の
願
望
が
悪
顔
の
風
習
を
由
来
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ト

ー
テ
ム
氏
族
員
が
系
譜
酌
に
親
近
関
係
を
以
て
連
な
る
と
儒
ず
る
ト

ー
テ
ム
の
形
態
・
動
作
を
輿
似
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
を
強
調

し
表
明
す
る
の
と
何
等
異
な
る
所
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
テ
ム
形
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象
の
全
体
も
し
く
は
一
部
が
神
聖
な
る
徽
章
と
し
て
成
員
に
所
持
さ

れ
、
携
帯
品
に
描
か
れ
、
或
は
肉
体
に
黙
せ
ら
れ
る
の
は
北
米
大
陸
・

ア
フ
リ
カ
・
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
ト
；
テ
ミ
ズ
ム
に
極
め
て
広
く
分
布
す

る
実
例
ぞ
あ
る
が
、
中
で
も
ア
フ
リ
カ
の
累
。
σ
q
嬬
。
種
に
属
す
る
「
豹

氏
族
し
で
は
、
そ
の
成
員
が
白
墨
で
四
肢
五
体
に
班
点
を
描
く
の
で

南
め
つ
て
、
、
こ
山
ル
ζ
・
て
正
に
藩
岬
読
み
，
・
る
チ
ベ
ッ
ト
人
に
［
匹
ゴ
厳
ふ
9
べ
き
恰

好
な
類
例
た
り
う
る
も
の
ぞ
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
於
て
私
は
、
ア
ジ
ア
の
諸
種
族
を
突
厭
・
山
王
蜜
・
。
吐
蕃

と
数
え
つ
つ
、
そ
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
可
能
性
を
論
じ
て
来
た
。

一
旨
山
一
ぐ
…
（
鍵
震
ρ
一
↓
．

欄
人
ト
ー
チ
ミ
ズ
が
不
十
分
な
が
ら
尚
お
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
一
部
を

占
め
る
資
格
を
持
つ
な
ら
ば
、
私
は
更
に
薦
挙
古
代
の
そ
れ
を
附
加

し
て
、
こ
の
可
能
性
を
よ
り
広
く
叉
よ
り
深
く
推
及
せ
し
め
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
ぞ
あ
る
。
委
細
は
古
事
記
を
資
料
と
し
て
神
武
天
皇

と
熊
と
の
聞
に
守
護
霊
一
個
入
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
存
在
を
証
明
さ
れ

て
い
る
西
田
薩
ご
郎
博
士
の
「
日
本
上
代
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
痕
跡

の
問
題
と
呪
術
に
へ
就
て
の
一
一
三
の
考
」
　
（
内
藤
簿
士
頒
寿
記
念
皮
学
論

叢
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①
　
O
・
蜀
急
用
・
℃
弓
さ
。
ぴ
℃
p
藤
井
畠
℃
「
o
器
導
・
0
7
＜

四
、
キ
タ
イ
部
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

　
本
題
の
結
論
を
側
面
か
ら
支
持
す
る
為
に
、
キ
タ
イ
族
周
辺
の
諸

種
族
に
於
け
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
可
能
性
に
就
い
て
、
可
成
り
の
紙

面
を
割
い
て
説
明
し
て
き
た
。
今
や
序
論
を
終
っ
て
い
よ
い
よ
主
題

に
立
ち
入
る
順
序
で
あ
る
が
、
こ
の
論
証
に
取
り
か
か
る
に
先
立
っ

て
一
応
ト
ー
チ
ミ
ズ
の
定
義
を
確
か
め
て
お
く
こ
と
が
何
よ
り
の
急

務
で
あ
る
。
＋
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
る
か
。
一
見
す
る
と
こ
ろ

何
如
に
も
陳
腐
な
こ
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
併
し
こ
の
必
要
性
は
、
抑

女
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
事
実
そ
の
も
の
が
民
族
に
よ
り
地
方
に
よ
っ
て

区
々
た
る
特
徴
を
示
し
、
極
端
に
は
こ
れ
ら
総
べ
て
を
一
貫
す
る
本

質
的
特
徴
が
否
認
す
ら
さ
れ
か
ね
ま
じ
い
情
勢
を
考
慮
す
れ
ば
、
容

易
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
そ
あ
ろ
う
。
無
駄
な
混
乱
を
避
け
る
最
善
の

方
法
と
し
て
、
私
は
通
説
葡
な
定
義
を
冒
頭
に
掲
げ
、
以
下
こ
れ
を

基
準
と
し
て
主
題
の
論
証
に
入
り
た
い
。

　
フ
レ
ー
ザ
ー
に
依
れ
ば
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
一
般
的
定
義
は
次
の

形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　　

g
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
は
二
方
に
於
孟
馨
の
一
．
集
団
が
あ
り
・
面

　
　
之
が
他
方
に
自
然
的
も
し
く
は
人
工
的
な
事
物
の
あ
る
種
と
の
　
3
／



　
　
聞
に
存
在
す
る
と
想
像
さ
れ
て
い
る
親
近
関
係
で
あ
っ
て
、
こ

　
　
の
事
物
が
こ
の
煉
革
集
団
の
ト
ー
テ
ム
と
称
ぜ
ら
れ
る
。

普
遍
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
だ
け
抽
象
性
を
免
れ
な
い
こ
の
定
義
で
は
、

事
態
に
即
し
て
論
証
を
進
め
る
に
不
適
当
で
も
あ
ろ
う
か
ら
、
い

ま
少
し
く
具
体
的
に
之
を
敷
蔑
し
た
内
容
を
求
め
る
と
｝
0
9
阜

。
⇔
嶺
。
討
窪
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
或
は
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
定
義
と
な
っ
て
く

る
。
こ
れ
ら
を
彼
此
綜
合
し
て
核
心
的
な
部
分
を
指
摘
す
れ
ば
、
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

々
次
の
五
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
乃
ち

　
一
、
氏
族
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
社
会
か
、
叉
は
真
実
も
し

く
は
擬
制
的
な
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
集
団
か
ら
成
り
立

つ
社
会
の
一
制
度
ぞ
あ
る
。

　
二
、
族
外
婚
の
慣
行
が
、
必
ず
と
ま
で
は
行
か
な
く
と
も
之
に
随

　
　
②

伴
す
る
。

　
三
、
氏
族
も
し
く
は
こ
の
面
縁
集
団
は
、
動
物
・
植
物
或
は
稀
に

口
同
月
星
ぱ
灰
と
い
っ
た
肖
麗
献
猫
現
～
象
を
以
て
す
回
⇔
ト
ー
テ
ム
名
を
採
っ
て
「

集
団
の
称
呼
と
す
る
。

　
四
、
集
団
の
名
称
と
な
っ
た
事
物
は
、
そ
の
全
成
員
か
ら
類
似
議

し
く
は
血
縁
の
観
念
を
以
て
眺
め
ら
れ
、
賢
女
に
し
て
世
系
的
に
関

係
あ
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
五
、
こ
の
事
物
も
し
く
は
種
は
、
増
殖
儀
礼
の
対
象
と
な
る
か
、

ゆ
ふ
げ
む
む

禁
忌
さ
れ
る
か
乃
至
は
他
に
宗
教
的
感
動
の
主
体
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
が
孤
立
し
た
り
分
離
し
つ
つ
表
明
さ
れ
る
の
で
は
な

く
し
て
、
　
一
連
の
随
伴
現
象
と
し
て
看
取
さ
れ
る
所
に
、
卜
；
テ
ミ

ズ
ム
の
存
在
は
高
い
確
率
を
以
て
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
キ
タ
イ
族
の
ト
ー
チ
ミ
ズ
を
こ
の
基
準
に
照
し
て
論
証
せ
ん

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
。
第
二
の
二
点
は
、
前
に
私
が
東
北
大

…
学
文
学
部
研
究
年
報
一
ご
に
「
キ
タ
イ
部
族
制
の
研
究
」
と
題
し
て
発

表
し
た
小
論
文
で
既
に
解
決
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
云
う
の

は
、
簡
単
な
要
旨
だ
け
を
こ
こ
に
繰
り
返
せ
ば
、
十
世
紀
以
後
1
1
遼

代
の
キ
ク
イ
人
社
会
を
両
分
す
る
二
大
集
団
と
し
て
耶
律
姓
・
毒
血

と
称
す
る
無
意
的
集
団
が
あ
っ
た
。
こ
の
両
姓
は
そ
の
下
に
所
謂
、

キ
タ
イ
八
部
と
称
せ
ら
れ
る
下
位
集
団
を
包
括
し
、
そ
の
社
会
的
機

能
と
し
て
明
確
に
婚
姻
を
規
整
し
た
し
、
更
に
共
同
娯
楽
の
主
催
・

呪
術
的
儀
礼
の
執
行
を
』
兼
ね
行
っ
て
い
た
。
語
を
換
え
て
言
え
ば
、

こ
れ
ら
の
遺
制
に
反
映
す
る
古
い
キ
タ
イ
共
同
社
会
は
、
夫
々
に
外

婚
…
単
位
を
な
す
こ
れ
ら
二
箇
の
フ
ラ
ト
リ
ー
か
ら
組
成
さ
れ
て
い
た
、

　
つ
ま
り
所
謂
二
分
体
制
を
執
っ
て
い
た
こ
と
ぞ
あ
る
。
と
こ
ろ
ぞ

耶
律
姓
・
蒲
姓
と
併
称
さ
れ
る
爾
姓
の
名
号
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
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者
が
キ
タ
イ
振
り
な
の
に
対
し
て
後
者
は
明
か
に
中
国
風
で
あ
っ
て
、

一
見
い
か
に
も
斎
異
に
感
じ
ら
れ
る
対
称
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実

は
耶
律
姓
の
中
国
的
称
呼
で
あ
る
劉
姓
に
配
し
て
こ
そ
蕎
…
姓
が
釣
り

合
い
、
薫
姓
の
キ
ク
イ
個
有
称
呼
た
る
審
密
姓
に
は
耶
律
姓
を
以
て

対
す
べ
き
も
の
が
、
ユ
、
の
対
称
を
誤
っ
た
結
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た

の
ぞ
あ
る
。
要
す
る
に
そ
の
小
論
文
に
於
け
る
私
の
結
論
は
、
耶
律
。

審
密
と
い
う
外
婚
的
血
縁
二
集
団
1
ー
フ
ラ
ト
リ
ー
に
よ
る
キ
タ
イ
共

同
社
会
の
二
分
体
制
を
關
明
し
た
こ
と
に
在
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
キ
ク
イ
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
立
証
す
る
に
必
要
な
最
初
の
こ
条

件
、
乃
ち
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
そ
こ
に
存
在
し
う
る
一
般
的
背
景
と
し

て
の
社
会
体
制
が
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
笑
証
さ
れ
た
か
ら
に
は
、

引
続
い
て
こ
の
基
盤
の
上
に
発
現
す
る
特
定
現
象
と
し
て
の
第
ゴ
一
項

以
下
の
条
件
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
ぞ
ト
ー
チ
、
ミ

ズ
ム
名
が
氏
族
も
し
く
は
之
に
類
す
る
血
縁
集
団
の
名
称
と
し
て
冠

せ
ら
れ
て
い
る
や
否
や
と
い
う
第
三
条
件
で
あ
る
が
、
之
に
就
て
は

キ
タ
イ
共
同
体
を
一
一
分
す
る
両
フ
ラ
ト
リ
ー
の
キ
タ
イ
繍
望
曲
名
た
る

耶
律
・
漏
斗
が
問
題
と
な
る
。
さ
て
耶
律
姓
は
周
知
の
如
く
、
遼
代
で

こ
そ
略
々
一
致
し
て
こ
の
漢
字
面
が
使
用
さ
れ
て
わ
れ
、
金
・
元
時

代
に
は
必
ず
し
も
そ
う
と
の
み
に
は
限
ら
な
い
。
寧
ろ
多
く
の
腐
合

移
刺
々
と
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
稀
に
は
野
飼
姓
と
し
て
写

さ
れ
る
し
（
「
元
史
」
九
五
）
、
同
様
に
壁
代
記
録
に
は
尊
ら
中
乾
風
の

瀟
姓
を
以
て
代
用
さ
れ
る
審
密
姓
は
、
こ
れ
ま
た
金
・
尤
時
代
の
石

抹
姓
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
は
自
ら
こ
れ
ら
各
種
の
漢
字
面

ぞ
現
わ
さ
れ
る
単
価
を
次
の
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
耶
律
く
0
7
毎
↓
曳
刺
尾
。
ぞ
ぎ
↓
移
流
り
ぎ

　
　
醜
悪
ω
評
－
旨
帥
↓
織
手
ω
∵
ヨ
。

　
と
こ
ろ
で
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
契
丹
文
字
の
解
読
に
大

き
な
進
歩
を
致
さ
れ
た
算
出
七
郎
教
授
の
研
究
も
そ
う
ぞ
あ
っ
た
よ

・
う
に
（
「
契
丹
宇
解
…
説
の
志
万
法
」
1
一
】
育
語
研
究
十
七
・
十
八
）
、
キ
タ
イ
・
菰
剛

の
解
釈
に
は
専
ら
モ
ン
ゴ
ル
語
に
頼
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
今
の
重
合
も
勿
論
こ
れ
に
準
じ
、
傍
ら
後
述
す
る
所
の
あ
る

キ
タ
イ
族
の
白
馬
青
牛
説
話
を
参
照
し
つ
つ
、
耶
律
・
審
密
二
姓
の

原
瓢
悶
を
探
求
す
る
と
す
あ
ル
ば
、
止
ル
づ
審
密
に
就
て
は
モ
ン
ゴ
ル
甑
㎜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岬

「
牝
牛
」
を
意
昧
す
る
迎
瑳
。
ω
跨
が
、
耶
律
に
就
て
は
同
じ
き
動

詞
「
馬
を
調
練
す
る
」
》
巨
頭
が
大
き
な
手
懸
り
を
提
供
す
る
。
乃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

ち
前
者
に
在
て
は
、
そ
の
複
数
形
ω
疑
導
蝉
僧
O
Q
㎞
ほ
崇
躰
一
5
一
を
語

尾
に
持
つ
名
調
の
静
桜
勤
…
形
は
、
　
一
般
的
な
製
油
礁
接
尾
詞
二
陣
に
代
っ
て
旨
戸
齢
又

は
コ
鴛
を
添
附
す
る
一
が
、
O
Q
騨
で
】
B
幽
（
審
密
）
↓
も
Q
簡
∴
⇔
○
（
石
抹
）33 （469）



の
音
価
を
含
む
こ
れ
ら
の
漢
字
で
以
て
写
ざ
れ
る
に
極
め
て
ふ
さ
わ

し
い
形
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
原
音
r
が
a
で
転
写
さ
れ
、
語
尾

の
t
が
省
略
さ
れ
る
の
は
、
暁
㌶
畏
H
縫
帯
。
ω
《
暮
鴛
像
霧
7
騒
身
延
陀

及
び
○
⇔
σ
q
纂
一
風
古
。
瓢
鎗
業
繋
乃
馬
の
音
訳
法
か
ら
み
て
屯
極
く

普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
之
に
対
し
て
後
者
、
乃
ち
冒
ご
プ
弾
の
墨
汁
は
少
し
く
補
足
的
説

明
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
招
待
す
る
」
が
こ
の
動
詞
の
最
も

一
般
的
な
意
味
ぞ
あ
っ
て
、
こ
の
限
り
大
抵
の
辞
書
に
も
漏
ら
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
勿
論
「
馬
を
調
練
す
る
」
と
い

う
上
記
の
語
義
も
決
し
て
無
い
の
で
は
な
い
。
警
Q
Q
o
訂
巳
黛
の
辞
書

に
こ
そ
欠
け
て
は
い
る
も
の
の
、
翻
．
溶
。
彪
9
ざ
張
芝
帥
の
辞
書
に
も
或

は
溶
’
男
・
O
O
誘
2
ゆ
ω
匠
一
の
そ
れ
に
も
通
じ
て
、
．
．
臼
霧
。
・
窪
β
謬
9
で

。
〈
鉱
．
、
”
、
、
團
も
欝
響
簿
ひ
自
O
凝
拶
潤
甑
O
．
博
の
鳴
海
が
掲
げ
ら
れ
て
㌧
い
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
名
詞
の
多
く
は
往
女
に
し
て

動
詞
か
ら
作
成
さ
れ
る
が
、
》
．
じ
．
男
二
巴
質
。
く
の
文
法
書
の
当
該
第

七
則
に
は
肢
旨
β
（
荷
を
つ
け
る
）
一
↓
薮
嘗
p
彰
（
荷
物
）
の
変
化
で

例
示
さ
れ
る
揚
合
、
乃
ち
「
彫
る
動
作
」
↓
「
そ
の
動
作
を
受
け

．
る
物
体
」
へ
の
転
化
と
し
て

　
畿
萢
襲
撃
（
ぴ
q
o
）
矯
σ
q
【
影
（
σ
q
O
昌
）
◎
一
但
し
譜
根
の
末
尾
が
i
母
畜

　
な
ら
ば
十
峯
（
団
。
）
、
、
蜜
髪
ρ
（
鴇
窪
）

の
方
式
を
載
せ
て
い
噌
’
9
。
問
題
の
動
詞
智
言
7
漆
に
こ
の
原
審
を
適
用

し
て
煽
満
一
洋
十
α
q
欝
↓
一
三
一
鈎
（
母
立
田
閣
に
臨
ま
れ
た
9
は
落
脱
し
て
長
母
立
閏

と
な
る
）
な
る
名
詞
を
褥
る
が
、
そ
の
語
義
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
調
練

と
い
う
動
作
を
受
け
る
物
体
す
な
わ
ち
「
馬
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
念
の
為
に
ご
蓄
こ
こ
で
説
開
を
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
、
審
密
（
ω
曾
∴
巳
）
↓
建
誤
瓢
暮
↓
牛
の
論
証
に
は
そ
の

要
は
な
い
と
し
て
も
、
耶
律
（
く
0
7
崔
）
↓
冒
蜀
↓
馬
と
い
う
原

語
比
定
に
就
て
で
あ
る
。
文
法
的
に
は
｝
応
正
し
く
て
も
、
笑
は
馬

を
意
味
す
る
蜀
観
な
る
語
が
、
特
殊
方
言
に
於
て
は
知
ら
ず
、
少

く
と
も
普
通
の
環
在
モ
ン
ゴ
ル
語
に
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
云
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
語
彙
申
に
存
し
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

こ
と
は
、
何
も
そ
れ
が
過
去
に
於
て
も
一
貫
し
て
そ
う
だ
っ
た
と
い

・
り
理
由
に
は
壷
な
ら
な
い
。
現
に
十
一
丁
拳
骨
ド
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
銀
悶
を
忠
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
音
訳
し
た
「
元
朝
秘
史
」
に
徴
し
て
も
、
ω
営
『
三
麟
（
青
白
馬
）
ρ
三
鼠

（
淡
黄
蓮
）
・
ρ
o
昌
σ
貸
N
o
一
（
甘
草
黄
馬
）
・
戸
口
繁
彰
（
黒
難
馬
Y
o
旨
崇
嶺

（
不
生
駒
）
．
犀
σ
8
｝
（
従
馬
）
・
ゆ
貢
目
駅
戸
鴛
（
快
馬
）
・
銭
p
の
窯
栃
（
中
国
馬
）
紳
響

肉
と
い
っ
た
こ
の
種
の
事
例
は
決
し
て
少
し
と
し
な
い
。
ま
し
て
や

悠
遠
な
キ
タ
イ
族
の
先
史
時
代
に
属
す
る
ト
ー
テ
ム
名
称
で
あ
っ
て
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み
れ
ば
、
寧
ろ
そ
れ
が
現
在
モ
ン
ゴ
ル
語
に
見
出
さ
れ
る
方
が
異
例

な
く
ら
い
で
あ
る
。
之
に
就
て
吾
友
は
、
濠
州
未
開
社
会
を
例
に
と

っ
て
氏
族
と
フ
ラ
ト
リ
ー
と
の
関
係
を
論
じ
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
フ
ラ

ト
リ
ー
論
の
一
節
を
、
恰
好
に
こ
こ
に
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
「
：
・
フ
ラ
ト
リ
ー
は
薫
る
部
族
．
て
は
湘
も
は
や
独
白
門
の
名
称
を
持

　
　
た
な
く
な
っ
て
お
り
、
よ
し
ん
ば
尚
お
そ
の
名
前
を
保
持
し
て

　
　
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
既
に
成
員
か
ら
忘
九
張
ら
れ
て

　
　
い
る
の
が
事
実
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
別
に
驚
く
に
当
ら
な
い
。

　
　
何
と
な
れ
ば
、
フ
ラ
ト
リ
ー
は
埋
る
所
で
退
化
の
状
態
に
あ
る

　
　
点
か
ら
み
て
も
、
其
は
確
か
に
原
初
酌
制
度
に
食
違
な
く
、
そ

　
　
の
後
畜
た
る
氏
族
が
第
二
級
の
集
団
に
変
牝
し
た
以
上
、
フ
ラ

　
　
ト
リ
ー
が
嘗
て
有
し
た
名
称
は
徐
々
に
記
憶
か
ら
消
え
去
り
、

　
　
遂
に
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
フ
ラ
小
り

　
　
1
名
は
現
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
太
吉
の
言
語
に
属
す
訳
な
の

　
　
で
あ
る
。
吾
人
に
知
ら
れ
て
い
る
色
々
な
揚
合
に
於
て
、
フ
ラ

　
　
ト
リ
ー
が
そ
の
名
に
帯
び
て
い
る
動
物
が
、
現
行
の
言
語
ぞ
は

　
　
非
常
に
異
っ
た
形
ぞ
表
現
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
竜
、
こ
の
次

　
　
第
は
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
デ
ュ
ル
〃
ム
は
、
寓
話
ご
ε
計
㌧
窪
難
魯
己
計
㌶
圃
甘
三
野
◎
族
の
フ

ラ
ト
リ
ー
名
誉
鴬
閃
巽
町
麟
が
本
来
は
鷲
の
意
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、

現
行
の
土
語
で
は
玄
ぢ
鉾
麗
な
る
藷
が
こ
の
意
味
で
一
般
的
に
行
使

さ
れ
て
い
る
と
い
う
回
w
・
ω
巨
臼
の
報
告
、
及
び
同
様
の
多
く
の
実
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
｝
ご
影
σ
q
に
従
っ
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
叉
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
B
o
鉱
を
以
て
馬
一
般
を
意
味
し
な
が

ら
竜
、
そ
の
特
殊
な
会
合
に
対
し
て
は
、
こ
の
直
撃
的
概
念
を
限
定
す

る
修
飾
辞
を
之
に
附
し
て
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
夫
肉
独
立
し
た

名
詞
が
そ
の
各
女
に
充
て
ら
れ
る
。
例
え
ば
去
勢
馬
縫
無
3
。
牝
馬

一
。
窺
薬
餌
・
ご
歳
駒
葺
鍵
冨
・
駿
馬
一
蓋
多
・
野
馬
H
ρ
巳
舅
と
い
っ

た
現
行
名
辞
か
ら
、
上
託
十
二
枇
紀
看
ン
ゴ
ル
語
の
諸
例
に
至
る
ま

で
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
は
遊
牧
生
活
者
と
し
て
の
特
殊
な
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

心
が
、
か
か
る
語
彙
の
豊
富
を
致
さ
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
甚
九
に

し
て
も
家
畜
に
対
す
る
か
か
る
言
語
上
の
特
徴
か
ら
推
せ
ば
、
野
生

か
ら
家
畜
へ
の
転
換
は
そ
れ
こ
そ
牧
畜
上
の
特
色
あ
る
時
期
に
当
る

だ
け
に
、
臨
調
然
そ
れ
に
相
当
す
る
菰
四
が
在
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

智
霞
H
〔
調
練
さ
れ
る
〕
馬
と
は
、
正
に
か
か
る
特
殊
状
態
に
重
点

を
置
い
た
馬
の
表
示
と
し
て
、
意
味
的
に
も
そ
の
存
在
が
理
由
づ
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
吾
友
は
、
キ
タ
イ
共
同
体
の
二
分
一
算
を
構
成
す
る
二
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個
の
社
会
集
団
、
乃
ち
耶
律
フ
ラ
ト
リ
ー
と
熊
笹
フ
ラ
ト
リ
ー
の
名

称
に
対
し
て
、
馬
と
牛
と
い
う
語
解
を
得
た
訳
ぞ
あ
る
が
、
こ
の
語
解

た
る
や
、
正
に
そ
れ
は
キ
タ
イ
祖
先
神
話
に
語
ら
れ
て
い
る
ご
個
の

動
物
そ
の
も
の
ぞ
あ
る
点
を
特
に
注
意
す
べ
き
な
の
ぞ
あ
る
。
　
「
ト

ー
テ
ム
の
本
質
は
先
ず
何
よ
り
も
名
前
ぞ
あ
り
、
競
い
ぞ
は
徽
章
で

　
　
⑥

あ
る
」
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
顧
て
は
、
そ
れ
程
ま
で
に
ト
ー
テ
ム
の
名

冨
剛
と
集
団
の
名
称
と
の
一
致
が
重
視
さ
れ
る
。
勿
論
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

の
名
称
起
源
説
と
難
も
、
唯
々
単
に
無
内
容
な
名
称
の
符
合
の
み
・
を

採
り
上
げ
る
も
の
ぞ
は
決
し
て
な
い
。
名
称
の
一
致
す
る
所
以
の
も

の
と
し
て
、
両
者
を
精
神
的
に
緊
縛
し
て
い
る
近
親
感
情
が
予
め
十

二
分
に
顧
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
璽
め
て
君
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

意
味
に
於
て
、
神
話
・
伝
説
に
語
ら
れ
て
い
る
ト
ー
テ
ム
種
と
の
世

系
的
近
親
薩
州
係
こ
そ
は
、
こ
の
名
称
の
＝
致
を
し
て
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

の
略
女
確
実
な
指
標
た
ら
し
め
ず
に
は
措
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
条
件
の
第
四
が
こ
こ
に
至
っ
て
い
よ
い
よ
審
議
の
愛
心
と
な
っ
て

く
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
タ
イ
族
の
祖
先
説
話
は
そ
の
記
述
に
多

少
の
嵐
入
は
あ
っ
て
竜
、
所
謂
白
馬
青
豆
伝
説
の
形
に
統
｝
さ
れ
て

い
る
。
　
「
遼
史
」
地
理
志
に
拠
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
｝
要
約
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
の
昔
、
白
馬
に
騎
つ
た
神
人
と
青
牛
車
に
駕
し
た
天
女
と
が

　
　
夫
女
土
河
と
満
河
と
に
よ
っ
て
流
れ
を
下
り
来
り
、
両
河
の
合

　
　
．
流
す
る
木
葉
山
の
下
に
摘
い
会
し
た
。
こ
こ
ぞ
一
一
入
は
配
偶
と

　
　
な
っ
て
八
子
を
儲
…
け
た
の
ぞ
あ
る
が
、
こ
の
八
子
が
他
な
ら
ぬ

　
　
所
謂
キ
タ
イ
八
部
の
祖
先
で
あ
っ
て
、
そ
の
族
属
は
、
次
第
に

　
　
栄
え
て
終
に
八
部
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
て
い

　
　
る
。
キ
タ
イ
入
の
聞
に
は
、
今
も
っ
て
部
族
の
最
要
事
た
る
嵐

　
　
軍
に
際
し
、
或
は
ま
た
春
秋
の
大
祭
祀
に
当
っ
て
必
ず
白
馬
青

　
　
牛
を
祭
る
慣
行
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
之
は
と
り
も
直
さ
ず
、

　
　
始
組
に
煙
し
て
成
員
が
そ
の
追
懐
の
情
を
表
明
し
て
い
る
も
の

　
　
に
他
な
ら
な
い
。

一
見
し
て
判
る
よ
う
に
、
こ
の
神
話
は
決
し
て
馬
牛
を
以
て
直
接
キ

ク
イ
人
の
祖
先
だ
と
は
萌
欝
し
て
い
な
い
。
が
し
か
し
始
祖
た
る
神

人
・
天
女
と
白
魚
・
毒
煙
と
の
混
濡
が
、
少
く
と
も
祭
祀
に
関
す
る

限
り
、
通
る
程
度
に
露
禺
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
落
し
も
難
く

は
な
い
ぞ
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
叉
こ
こ
で
は
、
八
部
の
祖
先
と

及
び
更
に
そ
の
綱
　
最
た
る
神
人
。
天
女
の
物
語
が
、
つ
ま
り
ご
重
の

祖
先
説
話
が
重
複
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
も
極
め
て
印
象
的
ぞ
あ

る
。
キ
タ
イ
祖
先
説
話
に
藩
取
し
う
る
か
か
る
内
容
的
特
質
は
、
薔
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な
が
こ
の
神
話
を
批
判
す
る
に
際
し
て
重
大
な
示
唆
と
な
る
は
ず
で

あ
っ
て
、
期
待
さ
れ
る
結
果
を
予
想
せ
し
め
る
に
十
分
ぞ
あ
ろ
う
。

　
神
話
の
批
判
に
入
る
に
当
っ
て
、
当
然
な
が
ら
原
始
的
心
理
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ゑ
ニ
ゆ
ぼ
け
は

解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
神
話
に
そ
の
心
性
を
反
映
さ
せ
て
い
る
原

始
人
が
、
低
劣
な
智
能
と
不
正
確
な
因
果
観
念
の
持
主
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
の
所
産
た
る
神
話
が
矛
盾
に
充
ち
た
非
論
理
的
内
容
に
終
始

す
る
と
い
う
一
般
常
識
的
な
見
解
だ
け
を
以
て
し
て
は
、
正
し
い
意

味
の
神
話
批
判
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
の
点
、
神
話
を
作
り
嵩
ず

来
開
人
の
心
理
を
吾
た
の
科
学
的
思
考
と
比
較
し
て
、
そ
の
論
理
的

魍
違
を
明
確
な
ら
し
む
る
に
功
績
の
大
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
社
会

学
、
特
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
学
派
の
説
は
傾
聴
に
価
す
る
も
の
で
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ば
な
ら
な
い
。
ピ
噸
ピ
傷
く
や
ヒ
ご
円
¢
巴
に
よ
れ
ば
、
経
験
の
浸
透
を
許
さ

な
い
知
覚
と
神
秘
的
な
集
団
表
象
一
神
話
・
ト
｝
テ
ム
．
脱
術
．
マ

ナ
二
一
に
拘
束
さ
れ
た
恩
惟
を
以
て
特
色
と
す
る
自
然
民
族
の
心

隆
は
、
な
る
ほ
ど
吾
々
の
も
の
と
は
違
っ
た
方
向
に
方
位
づ
け
ら
れ

て
は
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
ゑ
つ
て
直
ち
に
之
を
吾
友
と
は

別
個
の
論
理
に
従
う
も
の
だ
と
断
じ
去
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
第

一
に
吾
々
と
聡
く
別
刷
な
論
理
と
い
う
観
念
そ
の
屯
の
が
、
無
内

容
な
空
虚
な
観
念
で
し
か
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
そ
う
で
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
δ
賦
ρ
醒
。
儒
。
ω
ω
ω
馨
剛
§
o
貫
富

て
原
始
人
の
心
性
ば
、
．
集
合
的
に
発
生
す
る
情
緒
的
論
理
　
に

　
　
　
　
　
頃
門
色
。
ひ
q
凶
（
箆
。

支
配
さ
れ
る
前
論
理
約
な
も
の
で
あ
る
。
唯
々
そ
の
恩
徳
が
吾
々
の

論
理
の
方
則
だ
け
に
従
う
の
で
は
な
く
、
換
言
す
れ
ば
吾
女
の
恩
考

に
と
っ
て
最
大
要
件
た
る
矛
盾
律
が
そ
こ
で
は
回
避
を
愛
馬
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
山
O
ロ
拶
答
岡
O
…
O
鋤
餓
O
P
、

い
ま
ま
に
、
代
っ
て
融
即
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
状
態
に
在
る

と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
　
「
原
始
心
性
の
集
団
表
象
に
絶
て
は
、
器

物
・
生
物
・
現
象
は
吾
々
に
理
解
し
難
い
仕
方
に
よ
り
、
そ
れ
自
身

で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
自
身
以
外
の
も
の
で
も
あ
り
う
る
。
」
　
つ
ま

り
総
て
の
物
が
類
を
異
に
す
る
他
物
に
融
即
し
、
且
つ
そ
れ
が
極
度

に
社
会
化
さ
れ
た
感
動
と
し
て
成
員
問
に
普
遍
す
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
民
族
の
心
性
を
か
く
の
如
く
に
概
観
し
て
、
さ
て
当
面
の
問

題
た
る
キ
タ
イ
祖
先
説
話
の
分
析
に
移
る
と
、
吾
女
は
そ
こ
に
全
く

同
じ
思
考
法
則
が
働
い
て
い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
乃
ち
キ
ク
イ

八
部
の
同
源
を
説
く
趣
旨
そ
の
も
の
が
、
明
か
に
矛
盾
律
へ
の
無
感

覚
さ
を
示
す
。
蓋
し
私
が
前
に
論
考
し
た
よ
う
に
、
後
幅
の
キ
タ
イ

部
族
を
構
成
し
た
八
部
と
は
、
迭
刺
。
贔
・
突
挙
・
突
国
里
の
四
部

と
乙
室
・
槽
特
∵
浬
刺
・
鳥
棉
の
四
部
に
夫
々
分
れ
て
耶
律
。
審
密

両
フ
ラ
ト
リ
ー
集
団
を
形
成
し
、
所
讃
る
一
一
分
体
制
を
為
し
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
の
両
フ
ラ
ト
リ
ー
は
互
に
異
る
血
縁
集
隅
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
叉
そ
う
膚
覚
さ
れ
て
も
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
各
々
が
族
外
婚
の
単
位
と
な
っ
て
互
に
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

遷
し
合
う
特
殊
な
婚
姻
形
態
が
維
持
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
そ
れ

が
今
や
共
に
同
一
祖
先
に
発
源
す
る
と
云
う
八
部
岡
源
説
を
持
つ
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
矛
盾
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
異
る
も

の
が
同
じ
も
の
だ
と
す
る
こ
の
混
乱
は
、
吾
肉
の
恩
惟
に
於
て
こ
そ

不
合
理
と
し
て
斥
け
ら
れ
も
し
よ
う
が
、
諸
存
在
問
の
本
・
質
に
神
秘

酌
共
焦
性
を
認
め
る
原
始
心
性
に
在
っ
て
は
、
格
別
に
関
心
す
る
に

値
し
な
い
。
　
一
と
多
、
同
と
…
異
等
女
の
対
立
に
際
し
、
そ
の
肯
定
が

必
ず
し
も
他
方
の
否
定
を
促
さ
な
い
融
即
の
法
則
の
下
に
、
対
立
は

消
滅
し
矛
盾
は
感
覚
さ
れ
な
い
適
例
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
融
即
の
方
則
は
こ
の
よ
う
に
、
キ
タ
イ
祖
先
伝
説
の
中
に
指
導
原

理
と
し
て
已
に
強
く
働
い
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
就
中
そ
の
白
馬
青

牛
の
演
出
ほ
ど
こ
の
直
接
的
な
適
用
を
生
々
し
く
露
呈
す
る
も
の
は

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
　
「
そ
れ
自
身
ぞ
あ
る
と
同
時
に
叉
そ
れ
自
身

以
下
の
竜
の
で
も
あ
り
う
る
」
の
が
融
即
の
本
質
的
な
性
絡
…
で
あ
る

か
ら
、
息
女
の
目
に
こ
そ
神
人
の
乗
馬
・
天
女
の
駕
牛
と
し
て
、
神

人
・
天
女
そ
の
も
の
と
は
全
然
別
個
な
、
し
か
も
金
く
附
随
的
な
地
位

し
か
与
え
得
ら
れ
な
い
伝
説
中
の
羅
馬
牽
牛
が
、
原
始
心
性
に
於
て

は
実
に
、
歳
時
に
神
人
・
天
女
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は

こ
れ
に
就
て
こ
れ
以
上
の
説
閉
を
施
す
よ
り
は
、
レ
ヅ
ヰ
。
ブ
リ
ュ

ー
ル
の
引
用
す
る
跨
目
孝
思
ぴ
族
の
実
例
を
挙
げ
た
方
が
よ
り
効
果
的

だ
と
確
信
す
る
。
乃
ち
ア
ル
ン
タ
族
の
間
で
は
「
各
回
入
は
a
9
？

覧
昌
σ
q
鈴
（
神
活
約
時
代
）
の
祖
先
で
あ
り
…
ま
た
各
人
の
ト
ー
テ
ム
は

彼
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
見
徹
さ
れ
て
い
る
。
」
つ
ま
り
慰
女
の
個
人

は
現
在
生
き
て
い
る
各
々
の
男
女
で
あ
る
と
同
時
に
、
　
巴
。
ず
禽
営
σ
q
9

神
話
時
代
に
生
活
し
た
半
人
半
獣
の
祖
先
ぞ
も
あ
り
、
更
に
ま
た

自
ら
の
ト
ー
テ
ム
そ
の
も
の
で
も
あ
る
訳
で
あ
る
。
神
秘
的
祖
先

と
ト
ー
テ
ム
と
及
び
久
特
成
償
貝
の
こ
の
一
，
体
威
…
を
、
リ
ヴ
ァ
ー
ス
は
叉

メ
ラ
ネ
シ
ヤ
の
豊
富
な
調
査
結
果
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て

　
　
⑨

い
る
。
　
「
各
成
員
は
、
そ
の
集
団
の
ト
ー
テ
ム
た
る
動
植
物
も
し
く

は
無
生
物
と
何
等
か
の
関
係
で
結
合
さ
れ
て
い
る
男
或
い
は
女
の
子

孫
だ
と
信
じ
て
い
る
。
」
　
こ
れ
ら
の
証
言
を
裏
か
ら
云
え
ば
、
．
神
話

的
祖
先
た
る
も
の
は
ト
ー
テ
ム
と
何
・
り
か
の
関
係
に
結
ば
れ
た
男
女

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
之
を
キ
タ
イ
族
の
伝
説
的
祖
先
た
る
神
人

天
女
に
当
て
嵌
め
て
、
そ
こ
に
回
る
関
係
を
以
て
演
出
さ
れ
る
暴
馬

青
牛
が
紛
れ
も
な
く
そ
の
ト
ー
テ
ム
た
る
可
き
は
、
是
に
至
っ
て
略
・
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々
確
固
．
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
焉
及
び
牛
と
の
世
系
的
近
親
関
係
が
か
く
し
て
立
証
さ
れ
た
と
す

れ
ば
、
最
後
は
増
殖
儀
礼
・
タ
ブ
ー
・
て
の
他
一
般
的
宗
教
儀
典
の
対

象
と
し
て
の
慣
習
を
跡
づ
け
る
第
五
条
件
の
検
討
で
あ
る
。
之
に
就

て
は
遺
憾
な
が
ら
、
増
殖
儀
礼
も
タ
ブ
ー
も
共
に
之
を
文
献
に
徴
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
で
も
春
秋
の
大
祭
寵

及
び
禺
軍
に
際
す
る
呪
術
的
儀
礼
と
い
っ
た
共
同
体
の
最
高
祭
儀
に
、

白
馬
青
書
を
犠
牲
獣
と
し
て
捧
げ
る
慣
習
が
遼
王
朝
の
故
事
と
な
る

ま
で
に
永
く
執
行
さ
れ
来
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
こ

の
揚
合
特
に
、
上
記
し
た
「
遼
輿
し
地
理
志
が
こ
の
謂
わ
れ
を
説
明

し
て
「
本
を
忘
れ
ざ
る
を
示
す
な
り
」
と
称
し
て
い
る
の
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
元
来
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
附
随
現
象
と
し
て
呪
術
宗
教

的
儀
礼
を
挙
げ
る
所
以
そ
の
も
の
が
、
成
員
と
ト
ー
テ
ム
祖
先
と
の

一
体
感
を
強
調
し
て
い
る
燕
に
あ
る
の
を
思
え
ば
、
キ
タ
イ
族
が
其

を
通
じ
て
そ
の
祖
先
に
対
す
る
集
団
的
感
動
を
品
め
る
伝
統
的
な
こ

の
様
式
の
申
に
、
白
馬
。
青
牛
が
明
瞭
に
参
加
し
て
い
る
だ
け
で
既

に
こ
の
第
五
条
件
は
最
小
限
度
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
五
轄
顎
門
同
よ
し
り
議
な
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
賠
六
体
三
四
条
件
を
以
上
の
よ
・
り

に
論
証
し
て
私
は
、
キ
タ
イ
族
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、
・
就
中
フ
ラ
ト
リ

i
。
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
存
在
を
馬
一
鋒
箇
H
耶
律
フ
ラ
ト
リ
ー
。
牛

く
O
Q
同
誉
葺
錠
殺
幽
寂
密
フ
ラ
ト
リ
…
の
形
で
確
勤
ゆ
す
る
。
そ
し
て
こ
の
確

認
は
、
晶
劉
に
予
備
…
的
に
曽
口
及
し
て
お
い
た
北
東
ア
ジ
ア
諸
種
族
に
於

け
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
可
能
性
と
参
照
し
て
、
決
し
て
独
断
的
な
も

の
ノ
し
は
な
い
は
ず
ノ
し
・
あ
る
Q
尚
．
お
フ
ラ
ト
リ
ー
◎
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を

云
う
鶏
合
な
ら
ば
、
遍
例
そ
れ
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
元
的

の
な
由
同
然
観
削
・
虚
ナ
宙
観
牌
に
．
就
て
も
、
　
弧
脚
述
す
べ
き
或
w
る
程
度
の
資
料
は

持
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
今
は
姑
く
之
を
省
略
し
別
の
機
会
を
侯

っ
て
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
由
は
専
ら
紙
面
の
制
限
に

在
る
の
で
あ
る
が
、
他
面
こ
れ
ま
で
の
論
証
で
根
拠
は
已
に
十
分
に

提
示
さ
れ
て
お
り
、
強
い
て
之
を
附
加
す
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
見

解
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
存
在
を

単
な
る
民
族
誌
上
の
一
事
実
に
止
め
な
い
で
、
社
会
的
集
園
形
成
の

一
形
式
と
い
う
そ
の
本
質
を
追
求
し
つ
つ
、
之
が
存
在
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
キ
タ
イ
共
同
体
の
原
始
形
態
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
よ

り
肝
要
な
議
題
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
Q

（D

暫
閑
養
N
窪
こ
冒
）
峯
●

〉
●
｝
O
o
盈
①
p
屯
ゆ
騨
。
ご
約
言
ぐ
。
ぞ
剛
一
貯
p
凱
。
野
9
●
諸
繭

一
・
σ
霞
臨
嵩
坤
彰
こ
攣
峯
；

も
自
’
凄
錠
凱
p
腎
創
．
㌔
同
玄
（
押
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②
旋
外
婚
の
制
度
は
、
嘗
て
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る

も
の
と
見
…
槻
さ
れ
て
い
た
。
乱
涙
曲
り
婚
が
内
容
す
る
性
的
禁
止
は
ト
ー
テ
ム

的
タ
ブ
ー
に
月
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
発
生
の
無
論
栄
を
ト
ー
テ
ム
に
よ

　
る
嗣
ド
佑
一
閲
W
係
に
灘
一
け
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
山
口
名
な
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
理
紘
繭
、

乃
ち
成
凹
貝
の
聞
に
立
碍
遍
し
て
｛
掌
る
ト
ー
テ
ム
の
精
は
、
諸
器
官
ド
の
中
で
も

特
に
血
液
に
集
中
す
る
。
而
も
ト
｝
テ
ム
を
子
孫
に
伝
え
る
の
は
女
に
よ

　
つ
て
で
あ
る
か
ら
、
女
の
・
斑
液
は
特
に
神
聖
叢
伐
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る

　
に
女
性
の
生
理
的
体
質
は
、
定
糠
酬
的
に
こ
の
血
液
を
排
泄
す
る
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
神
聖
な
要
素
が
減
少
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
こ
か
ら
醐
じ
集
団
の
成
員
問
で
、
女
性
へ
、
の
接
触
の
危
険
が
生

じ
て
く
る
。
こ
の
接
触
を
絶
対
的
に
禁
止
す
る
も
の
が
、
と
9
竜
礁
さ
ず

　
ト
ー
テ
ム
的
タ
ブ
ー
三
山
掌
側
で
あ
る
と
の
見
解
の
如
き
、
全
く
之
を
代

表
す
る
。
（
〉
●
累
。
械
g
簿
Ω
」
U
9
羨
二
U
①
ψ
o
扁
琶
腸
弩
呂
①
ヨ
覧
お
い
「
o
置
．
誕
）

併
し
な
が
ら
切
「
も
e
勺
2
ぢ
費
及
び
男
●
Ω
厳
。
一
回
に
よ
る
中
部
ア
ウ
ス
ト
ラ

　
リ
ア
謁
益
の
轄
…
采
が
、
濠
・
洲
中
央
鵠
「
と
い
ふ
孤
立
に
適
し
た
位
置
・
砂
漠
的

風
土
及
び
白
人
の
影
響
の
最
亀
稀
簿
さ
等
の
諸
点
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
て

原
始
的
状
態
を
保
ち
え
た
ア
ル
ン
タ
、
族
に
、
反
っ
て
族
内
婚
の
制
疲
を
靭
曜

　
め
た
燐
か
ら
、
こ
の
二
陣
は
根
本
的
に
再
考
さ
れ
る
櫻
会
を
与
え
ら
れ
、

遂
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
外
婚
と
は
そ
の
起
源
を
離
ハ
に
す
る
も
の
と
の
改
蕉

説
が
フ
レ
ー
ザ
1
以
下
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
に
簸
つ
た
。
（
聴
宰
難
・
ご

↓
翼
。
ヨ
ジ
昌
p
欝
負
国
呂
。
σ
q
鎗
⇒
ざ
く
9
・
簗
）
外
婚
制
は
か
く
の
如
く
ト
玉
テ

　
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
後
来
の
附
加
物
に
禍
一
ぎ
な
い
と
定
説
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
つ
た
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
に
し
て
も
、
発
生
的
な
考
察
に
於
て
な

ら
い
討
ご
、
し
ら
ず
、
　
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
　
一
翼
史
的
慣
遡
測
噺
乞
取
零
∵
り
嶽
㎜
会
に
は
、

＠6）＠
依
然
と
し
て
有
力
な
一
指
標
た
る
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。
照
み
に
キ
タ

　
イ
族
と
古
く
岡
類
関
係
に
在
っ
た
と
繕
わ
れ
る
鮮
卑
諸
種
族
に
於
て
竜
、
馳

例
え
ば
「
魏
轡
」
官
心
志
で
は
、
　
「
拓
駿
早
舟
百
投
不
通
婚
」
と
拓
賊
族

が
蹴
殿
蟄
な
外
婚
制
を
執
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
事
実
に
於
て
、
拓

嵌
氏
i
慕
容
氏
、
慕
容
氏
一
段
氏
と
い
っ
た
族
外
婚
の
組
合
せ
が
跡

　
づ
け
え
ら
れ
る
。

③
白
鳥
摩
吉
博
士
、
音
訳
蒙
丈
元
朝
秘
史

④
国
」
）
霞
鉱
μ
臨
芦
謬
峯

⑤
農
業
民
族
と
し
て
の
古
い
歴
史
を
持
つ
漢
、
民
族
に
於
て
、
勿
論
こ
こ
で

　
は
曲
辰
作
物
を
対
称
と
し
て
で
あ
る
が
、
圖
制
勝
な
個
別
的
称
講
が
行
使
さ
れ

　
て
い
る
。
例
え
ば
稲
に
就
て
み
て
も
、
稲
と
綾
と
が
先
ず
水
田
と
睦
田
の

差
を
示
し
、
稜
・
稔
乏
橡
と
が
「
も
ち
」
と
「
う
る
ち
」
を
区
別
す
る
。

講
じ
「
う
る
ち
」
で
も
秘
は
早
熟
・
杭
は
晩
熟
、
　
「
も
ち
し
の
醸
造
桐
は

穫
で
あ
り
、
膚
生
子
は
程
で
あ
り
稻
で
あ
る
、
以
下
品
種
の
甥
に
つ
れ
て

櫨
（
三
遷
）
・
穫
（
赤
饅
稲
）
綴
（
白
幕
稲
）
・
横
（
紫
磁
心
郵
瀬
）
　
・
梶

　
（
絶
種
稲
）
等
々
の
独
立
称
呼
が
文
字
と
共
に
整
備
し
て
い
る
。

④
国
．
d
舞
臨
副
司
彰
．
H
瓢
斜

　
　
レ
ヴ
ィ
・
プ
リ
ュ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
「
未
開
社
会
の
思
惟
「
…
　
i
三
章

拙
稿
、
キ
タ
イ
都
族
溜
の
研
究
（
東
北
大
学
丈
学
部
研
究
年
報
三
）

ぞ
く
。
ゆ
囁
く
O
窃
●
囲
三
餌

六
、
キ
タ
イ
氏
族
制
の
起
源

　
出
小
害
社
A
瓜
一
か
集
由
Ψ
、
し
て
い
γ
＼
温
廻
禰
糧
に
於
て
、
　
駄
双
も
原
初
的
な
集
団

　
　
　
色
餌
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞥
覧
σ
の

と
し
て
氏
族
が
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
、
部
族
は
氏
族
の
拡
大
し
た
も
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キタイ氏族鋼の起源とトーテミズム（愛宕）

　
　
㌶
ヨ
卿
ぞ

の
・
家
族
は
氏
族
の
特
殊
化
し
た
も
の
と
す
る
氏
族
本
源
論
ぞ
は
な

く
、
少
く
と
も
政
治
的
体
制
を
具
え
た
最
も
初
歩
的
な
集
団
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
氏
族
と
は
周
知
の
よ
う
に
「
部
族
の
外
量

的
分
派
で
、
そ
の
成
員
は
共
同
の
ト
ー
テ
ム
を
持
つ
と
か
、
面
詰
祖

先
の
後
蕎
と
信
ず
る
と
か
、
或
は
共
同
地
域
に
居
住
す
る
と
か
い
う

共
通
の
紐
帯
を
以
て
相
互
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
単
二
の
社
会
集
圃
」

・
と
定
義
さ
れ
よ
う
が
、
こ
の
中
に
在
っ
て
共
同
地
域
の
居
住
と
い
う

紐
帯
の
第
三
は
、
ト
ー
テ
ム
を
喪
失
し
た
地
域
酌
ト
ー
テ
ム
集
団
の

名
残
と
も
称
せ
ら
れ
、
或
は
土
地
に
結
合
さ
れ
た
共
同
祖
先
の
信
念

、
と
も
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
れ
に
し
て
も
氏
族
成
員
を
凝
結

せ
し
め
る
絆
は
、
本
質
的
に
は
全
く
係
っ
て
共
同
ト
ー
テ
ム
も
し
く

は
共
同
祖
先
の
儒
念
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
更
に
そ

の
起
源
に
遡
及
す
れ
ば
、
　
「
ト
ー
テ
ム
紐
帯
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間

に
共
同
祖
先
の
電
畜
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
移
っ
た
」
の
で
あ
り
、

ト
ー
テ
ム
氏
族
こ
そ
が
最
竜
原
初
的
な
そ
の
形
態
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
諺
●
竃
O
H
O
け
が
本
源
的
氏
族
を
規
定
し
て
、
そ
れ
が
地
域
的
区

分
で
屯
な
け
れ
ば
ま
た
血
の
肉
体
的
共
同
体
で
も
な
く
、
実
に
融
即

の
適
用
さ
れ
る
神
秘
的
｛
示
教
的
な
血
縁
意
識
に
基
く
集
団
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
①

と
歎
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
昧
に
於
て
正
当
で
あ
る
。
更
に
云
え

ば
、
原
初
的
氏
族
の
形
態
た
る
ト
…
テ
ム
氏
族
と
は
、
結
合
家
族
の

場
合
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
血
縁
関
〃
係
に
限
る
の
で
は
な
く
し
て
、

そ
れ
以
上
の
範
囲
に
適
合
す
る
、
つ
ま
り
樹
木
式
世
系
図
を
以
て
し

て
は
包
括
し
き
れ
な
い
範
囲
を
占
め
る
集
団
な
の
ぞ
あ
る
。

　
氏
族
の
本
源
酌
な
形
を
追
求
し
て
こ
の
よ
う
な
規
定
に
到
達
す
る

を
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
自
ら
フ
ラ
ト
リ
ー
と
の
不
可
分
な
関
係

が
理
解
で
き
よ
う
。
蓋
し
フ
ラ
ト
リ
ー
と
は
、
幾
つ
か
の
氏
族
が
そ

こ
か
ら
出
来
し
き
た
っ
た
所
の
原
初
的
ト
ー
テ
ム
集
団
で
あ
る
と
同

時
に
、
こ
れ
ら
二
次
的
な
氏
族
の
多
数
を
包
含
す
る
総
体
集
闘
で
も

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
フ
ラ
ト
リ
…
は
、
そ
の
発
達
の
途
上
に
於
て

碧
干
数
の
こ
次
的
氏
族
に
分
割
さ
れ
る
所
の
原
初
酌
氏
族
で
あ
る

が
、
か
く
し
て
生
じ
た
こ
次
奇
僻
氏
族
は
未
だ
共
陶
起
源
と
相
互
扶

助
の
感
情
を
失
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
彼
等
の
聞
に
は
、
連
合
に
よ

っ
て
或
る
統
一
の
あ
る
集
団
を
結
成
し
う
る
絆
が
尚
お
存
続
し
て
い

　
　
　
　
　
③

る
の
で
あ
る
。
し
　
も
っ
と
竜
フ
ラ
由
り
一
の
成
立
に
関
し
て
は
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
む
お
け
く

に
氏
族
集
合
説
も
あ
る
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
喜
喜
－
一
原
始

氏
族
を
以
て
集
団
の
原
始
形
態
と
見
篤
し
、
之
が
更
に
よ
り
小
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

集
団
に
分
裂
す
る
と
い
う
リ
ヴ
ァ
ー
ス
以
下
の
氏
族
分
裂
説
に
従
う

の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
◎
分
裂
説
を
執
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
で
は
、
　
「
だ
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①

か
ハ
り
フ
ラ
ト
リ
ー
は
漂
始
氏
族
と
一
同
…
糠
」
に
「
ト
ー
テ
ム
的
」
壷
な
の
で
中
め

り
、
そ
し
て
又
フ
ラ
ト
リ
…
に
包
含
さ
れ
る
二
次
的
な
諸
氏
族
の
ト

…
テ
ム
が
、
明
か
，
に
フ
ラ
ト
リ
ー
。
ト
ー
テ
ム
に
由
来
す
る
所
以
な

め
ぞ
も
あ
っ
た
。

　
吾
女
は
以
上
に
於
て
、
氏
族
の
原
初
的
形
態
が
ト
ー
テ
ム
的
で
あ

り
、
し
か
も
そ
れ
が
同
時
に
フ
ラ
ト
リ
ー
の
本
源
ぞ
も
あ
る
こ
と
を

見
た
。
両
者
が
共
に
単
系
を
以
て
特
徴
と
し
、
且
つ
夫
々
部
族
に
対

応
す
る
集
団
ぞ
あ
る
の
は
決
し
て
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
訳
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
こ
こ
に
本
題
に
立
返
っ
て
、
キ
タ
イ
共
同
体
が
持
つ
た
で

あ
ろ
う
原
初
の
構
成
が
自
ら
推
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か

に
そ
れ
は
、
馬
及
び
牛
を
ト
ー
テ
ム
と
し
て
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
二

つ
の
原
始
浅
族
か
ら
出
発
し
た
こ
と
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
の
ト
ー
テ
ム
的

原
始
氏
族
が
、
夫
々
に
去
て
第
ご
次
的
な
氏
族
に
分
裂
し
た
時
、
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
尚
お
悉
曇
の
同
族
意
識
が
旺
盛
な
結
果
、
原
始
氏
族

の
統
一
性
は
複
数
化
し
た
諸
氏
族
の
上
に
も
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
、

こ
こ
に
二
個
の
フ
ラ
ト
リ
ー
に
統
制
さ
れ
た
モ
イ
エ
テ
イ
組
織
が
玉

来
あ
が
っ
た
。
冒
観
（
馬
）
フ
ラ
ト
リ
ー
ー
耶
蘇
姓
・
ω
鴬
彰
碁
（
牛
）

フ
ラ
ト
リ
ー
塁
審
密
姓
よ
り
な
る
一
一
分
体
制
こ
そ
は
、
か
か
る
段
階
…

に
於
け
る
キ
タ
イ
共
同
体
の
実
際
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
ぞ
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
此
の
キ
タ
イ
共
同
体
の
引
続
く
歴
史
的
発
展
を
跡
づ
け

る
揚
煮
、
そ
の
重
要
な
指
…
針
と
な
る
悪
き
も
の
に
、
実
は
系
譜
の
…
問

題
が
あ
る
。
乃
ち
零
し
系
譜
が
母
を
通
じ
て
た
ど
ら
れ
て
い
た
と
し

た
な
ら
ば
、
ト
；
テ
ム
琉
族
か
ら
「
知
ら
す
識
ら
ず
の
・
甲
に
」
移
行
す

る
は
ず
の
共
同
祖
先
を
紐
帯
と
す
る
氏
族
は
そ
れ
こ
そ
典
型
的
な
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葺
葭
ぼ
。
謙
H
β
郎
。
戸
　
O
緯
①
毎
艶
播

系
拙
会
で
あ
る
関
係
上
、
当
然
そ
の
闇
に
檬
系
か
ら
父
系
へ
の

発
展
が
指
示
さ
れ
よ
う
し
、
之
に
反
し
て
当
時
が
ら
既
に
父
を
通
じ

て
の
系
譜
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
果
し
て
そ
れ
が
財
産
の
栢

続
・
職
分
の
継
承
に
ま
で
及
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
、
猶
お
十
二
分

に
再
吟
味
さ
れ
る
に
足
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
立
っ

て
姑
ら
く
論
議
を
続
け
た
い
。

　
キ
ク
イ
族
の
最
も
古
い
消
息
を
伝
え
る
交
献
一
申
國
史
料
に
は
勿

論
、
そ
の
系
譜
が
父
系
に
よ
る
も
の
か
母
系
に
よ
っ
て
い
た
か
に
就

て
こ
胃
も
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
が
併
し
…
限
ら
れ
て
は
い
て
も
其
等

の
愛
料
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
系
譜
と
婚
姻
制
振
と
の
組
合
せ
に

よ
っ
て
ト
ー
テ
ム
集
団
に
決
定
さ
れ
る
地
域
性
の
当
無
は
、
不
完
全

な
が
ら
も
さ
り
げ
な
い
筆
致
の
聞
に
之
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

　
　
契
丹
族
の
國
は
庫
童
謡
の
東
に
在
っ
て
、
互
に
異
種
同
類
の
…
翻

　
　
柄
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
関
係
か
ら
、
前
燕
の
慕
容
晃
（
三
三
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七
…
三
四
八
）
　
の
遼
西
征
伐
に
当
っ
て
、
両
者
は
並
び
に
そ
の

　
　
攻
撃
国
標
と
な
り
、
同
じ
く
繋
破
さ
れ
て
倶
に
甲
信
の
間
に
蜜

　
　
益
し
つ
つ
、
辛
う
じ
て
自
ら
保
つ
こ
と
を
え
た
。
然
る
に
魏
の

　
　
登
國
年
閥
（
三
八
六
⊥
舜
六
）
に
至
っ
て
再
び
拓
蹴
珪
の
討
伐

　
　
を
蒙
っ
て
大
敗
す
る
や
、
こ
の
度
は
遂
に
逃
併
～
の
あ
げ
く
、

　
　
〔
永
年
に
凝
る
庫
莫
契
と
の
嗣
農
を
断
つ
ず
、
〕
、
各
自
に
分
住
す
る
と

　
　
い
う
変
化
を
現
わ
し
た
。
そ
の
後
、
数
十
年
置
経
て
梢
々
そ
の

　
　
部
衆
を
滋
論
せ
し
む
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
等
は
、
こ
こ
に
初
め

　
　
て
禽
龍
の
北
の
か
た
数
百
里
の
地
に
部
落
を
有
す
る
こ
と
に
な

　
　
つ
た
。

「
武
鑑
」
（
一
〇
〇
）
．
「
受
払
」
（
九
四
）
の
契
丹
伝
が
こ
う
伝
え
て
い

る
よ
う
に
、
初
め
蘂
種
族
と
雑
処
し
て
い
た
キ
タ
イ
族
は
、
四
世
紀

末
の
拓
蹟
珪
に
よ
る
繋
破
に
よ
っ
て
始
め
て
独
自
の
居
住
地
を
占
拠

す
る
に
至
っ
た
も
の
ぞ
あ
る
。
亀
つ
と
も
こ
の
記
録
は
、
文
面
通
り

に
解
釈
す
れ
ば
、
雑
居
と
云
っ
て
も
そ
れ
は
奨
・
キ
タ
イ
諸
成
員
闇

の
そ
れ
を
必
し
も
明
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
称
せ
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
併
し
な
が
ら
こ
の
揚
合
、
も
し
キ
タ
イ
諸
氏
族
が
当
時
既

に
地
域
区
分
化
し
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
か
か
る
諸
氏
族
が
部
族

の
範
．
囲
を
越
え
て
一
1
、
部
族
に
は
一
定
の
共
生
額
域
が
あ
る
…
他
部
族

と
混
体
す
る
な
ど
と
は
、
通
例
に
照
し
て
ま
ず
考
え
難
い
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
璽
・
キ
タ
イ
両
部
族
が
夫
女
に
未
だ
明
確
な
部
族

的
区
分
に
ま
で
も
達
し
な
い
状
態
を
想
定
し
て
…
舞
。
キ
タ
イ
聡
に

は
、
方
言
が
遜
じ
る
と
い
ふ
雷
語
的
統
一
が
あ
る
一
－
そ
こ
に
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
両
者
の
雑
処
と
い
う
事
態
の
下
で
は
、
各
な
の
諸
氏

族
に
は
未
だ
独
自
の
地
域
約
基
盤
が
次
如
し
て
い
た
と
見
微
さ
ね
ば

な
ら
な
い
で
も
あ
ろ
う
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
署
々
は
こ
こ
に

四
枇
紀
控
堤
に
於
け
る
キ
タ
イ
共
同
体
の
、
社
会
的
特
色
を
略
々
正
確

に
確
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
と
鼠
う
の
は
、
若
し
そ
れ

　
　
　
　
　
　
b
拶
け
甑
－
一
〇
り
拶
一
ヨ
・

一
か
父
系
女
蛍
順
。
出
く
処
砥
用
制
ト
ー
テ
ム
集
㎞
団
か
き
り
藷
な
っ
て
い
た
の
“
な
♂
り

ば
、
こ
れ
ら
の
集
國
は
確
実
に
地
域
集
団
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
対
し
、
末
だ
そ
れ
ら
が
対
応
す
る
土
地
的
基
盤
を
欠
い
て

い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
異
な
る
ト
ー
テ
ム
氏
族
の
成
員
が
無
差
別
に

雑
居
す
る
状
態
を
呈
し
て
．
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
に
母
系
々
譜
。

由大

ﾊ
婚
野
蒜
ト
・
ー
テ
ム
氏
族
に
［
よ
っ
て
組
立
て
臼
り
れ
た
社
鳥
竃
に
覧
て
こ

そ
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
っ
と
竜
前
に
も
少
し
く
触
れ
た
よ
う
に
、
母
系
社
会
と
い
っ
て

も
総
て
が
画
一
的
に
同
じ
形
を
採
る
も
の
ぞ
は
な
く
、
そ
の
間
に
段

階
的
な
様
綱
の
差
違
が
存
在
す
る
。
四
世
紀
キ
タ
イ
共
同
体
に
対
す

43　（G79）



回
る
母
系
肉
戴
戸
出
く
処
婚
制
ト
ー
テ
ム
氏
航
洋
と
い
・
う
規
罵
疋
9
類
、
こ
の
点
い

ま
少
し
く
限
定
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
こ

れ
ま
で
の
資
料
に
頼
る
限
り
、
よ
り
厳
格
な
決
定
を
下
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
が
併
し
以
下
に
論
述
す
る
ぞ
あ
ろ
う
所
の
南
北
韓

末
よ
り
階
唐
時
代
に
か
け
て
の
キ
タ
イ
諸
氏
族
に
認
め
ら
れ
る
規
模

の
大
き
さ
・
組
織
の
強
固
さ
か
ら
、
さ
て
は
氏
族
ト
ー
テ
ム
の
喪
失
。

共
岡
祖
先
伝
承
の
発
生
と
い
っ
た
一
連
の
現
象
を
漏
紺
酌
す
れ
ば
、
四

世
紀
に
於
け
る
彼
等
の
母
系
制
は
決
し
て
系
譜
。
相
続
・
継
承
の
総

て
を
尽
し
て
之
を
支
配
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
少
く
と
も
系
譜
は
母

を
通
じ
て
計
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
財
産
の
相
続
。
職
分
の
継
承
な
ど

は
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
σ
事
例
が
硯
に
示
す
よ
う
な
父
系
険
し
く
は
中
震

的
な
様
式
を
採
っ
て
い
た
に
野
手
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。
要
す
る
に

母
系
ト
ー
テ
ム
氏
族
の
末
期
状
態
が
文
素
上
に
遡
り
う
る
最
古
の
兆

証
と
し
て
蹴
ら
え
得
ら
れ
る
と
い
う
訳
で
あ
っ
て
、
や
が
て
之
が
父

系
ト
ー
テ
ム
氏
族
に
払
転
化
し
、
用
引
拙
甘
き
共
同
氏
族
祖
を
紐
帯
と
す
一
⇔

典
型
的
氏
族
へ
と
発
展
す
る
の
は
必
然
の
経
過
と
な
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
愈
々
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
推
断
の
前
提

を
な
し
た
五
世
紀
～
七
世
紀
キ
タ
イ
氏
族
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
氏

族
組
織
の
強
固
さ
以
下
の
諸
条
件
が
考
察
さ
る
べ
き
順
序
と
な
っ
て

き
た
。
こ
れ
に
就
て
は
、
「
魏
書
し
・
「
北
史
」
の
契
丹
伝
が
上
掲
の

引
嬰
に
続
け
て
、
北
魏
世
祖
の
太
平
薯
囎
盟
。
。
以
来
、
魏

に
入
貢
す
る
キ
タ
イ
族
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
に
散
見
す
る
個
々
の
集
団
が
、
そ
の
表
現
こ
そ
異
れ
何
れ
も
「
墨

家
の
衆
」
。
「
衆
万
余
土
」
。
「
控
弦
三
千
」
と
い
っ
た
大
集
団
と
し

て
示
さ
れ
る
と
共
に
、
夫
女
の
統
率
・
者
の
下
に
統
制
あ
る
集
団
的
行

動
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
洗
深
す
べ
き
で
あ
る
。
集
園
の
巨
大
さ
は

と
り
も
直
さ
ず
、
氏
族
分
裂
の
停
止
も
し
く
は
稀
少
さ
に
由
来
し
、

そ
れ
だ
け
に
集
邸
と
し
て
の
有
力
さ
。
内
部
組
織
の
堅
固
さ
を
意
味

す
る
。
　
「
暦
書
」
に
初
ま
り
「
畜
産
」
に
至
る
契
丹
伝
か
ら
窺
い
う

る
キ
タ
イ
部
族
中
・
の
製
法
…
的
諸
集
団
、
す
・
な
わ
ち
諸
氏
族
は
、
勿
論

そ
の
厳
密
な
数
は
判
ら
な
い
と
し
て
も
、
所
謂
「
十
部
キ
タ
イ
」
、

「
大
賀
氏
八
部
」
と
い
っ
た
総
数
な
る
竜
の
を
参
酌
し
て
、
何
と
か

概
数
だ
け
は
推
測
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
多
く
見
積
ら
ね
ば

な
ら
な
い
時
代
で
も
精
…
た
十
有
余
を
越
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま

た
右
の
判
定
を
膚
力
に
裏
付
け
る
も
の
と
云
い
得
ら
れ
よ
う
。
蓋
し

就傑

J
欝
㎜
開
社
会
に
比
べ
て
北
米
の
そ
れ
艸
か
よ
り
先
准
～
的
と
…
見
翫
似
さ
れ

る
所
以
竜
、
現
象
的
に
は
実
に
、
本
源
的
氏
族
に
発
す
る
分
裂
傾
向
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が
前
者
に
在
っ
て
は
今
も
っ
て
進
行
中
な
る
に
反
し
、
後
者
に
於
て

は
氏
族
は
早
く
安
定
し
て
ま
だ
分
裂
せ
ず
、
従
っ
て
一
部
族
を
構
成

・
す
る
氏
族
数
も
、
濠
洲
の
如
き
無
数
の
細
分
化
を
許
さ
な
い
で
僅
か

＋
二
を
以
て
最
大
限
度
と
す
る
網
異
に
係
っ
て
い
る
事
実
を
想
起
す

べ
き
で
あ
る
。
氏
族
が
分
裂
を
停
止
し
、
従
っ
て
規
模
に
於
て
大
き

く
内
部
統
剃
に
於
て
堅
固
な
集
団
と
な
る
最
大
の
理
由
は
、
集
國
の

土
地
へ
の
緊
縛
ぞ
あ
る
こ
と
が
北
米
原
住
民
の
研
究
か
ら
立
証
さ
れ

て
い
る
以
上
、
南
…
北
朝
末
・
階
唐
時
代
の
キ
タ
イ
族
の
見
合
に
屯
当

然
こ
の
原
因
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
母
系
々

教嘱

B
平
繍
型
紙
学
制
ト
ー
テ
ム
氏
拓
恢
一
社
A
竃
の
故
に
、
氏
晶
朕
は
地
層
域
穣
爪
団
を

結
成
す
る
こ
と
が
ぞ
き
ず
、
氏
族
を
異
に
す
る
成
員
が
雑
然
と
混
住

し
た
四
世
紀
の
キ
タ
イ
族
は
、
続
く
二
世
紀
聞
の
経
過
の
申
に
、
土

地
と
の
こ
の
緊
縛
関
係
を
確
保
し
た
に
相
違
な
い
。

　
同
様
の
結
論
が
、
氏
族
ト
ー
テ
ム
の
喪
失
・
そ
れ
に
代
る
氏
族
祖

伝
承
の
発
生
か
ら
も
主
張
で
き
る
ぞ
あ
ろ
う
。
と
云
う
の
は
、
馬
肉

原
始
氏
族
の
後
身
一
た
る
耶
律
（
馬
）
フ
ラ
ト
リ
ー
。
よ
番
密
　
（
牛
）
フ

ラ
ト
リ
ー
の
下
に
在
っ
て
之
を
構
成
し
た
諸
氏
族
は
、
そ
れ
が
ト
ー

テ
ム
氏
族
で
あ
る
限
り
、
当
然
フ
ラ
ト
リ
ー
。
ト
ー
テ
ム
に
よ
田
来
す

る
氏
族
ト
ー
テ
ム
を
所
有
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
一
も
文

献
に
残
ら
な
く
て
、
今
日
に
伝
わ
る
ト
ー
テ
ム
と
云
え
ば
唯
々
フ
ラ

ト
リ
i
。
ト
ー
テ
ム
の
み
に
過
ぎ
な
い
。
之
に
反
し
て
氏
族
ト
ー
テ

ム
に
代
る
氏
族
祖
め
伝
承
が
、
例
え
ば
乙
室
部
（
一
乙
失
革
部
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

撒
書
本
と
い
っ
た
風
に
、
之
は
既
に
唐
津
の
そ
れ
に
就
て
語
ら
れ
て

い
る
の
ぞ
あ
る
。
こ
の
事
情
は
抑
々
何
を
意
味
し
て
い
る
の
ぞ
あ
ろ

う
か
。
考
え
得
・
り
れ
る
唯
二
の
説
閣
は
、
文
鰍
時
代
に
入
っ
た
キ
タ

イ
族
が
既
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
最
末
期
に
属
し
て
お
り
、
程
な
く
ト

ー
テ
ム
に
代
る
共
同
祖
先
の
信
念
が
氏
族
凝
結
の
中
心
と
な
っ
た
と

す
る
彼
等
社
会
の
発
展
経
過
で
あ
る
。
　
「
氏
族
の
純
然
た
る
地
域
形

態
の
も
の
に
於
て
は
、
宗
教
的
と
解
し
う
る
機
能
は
震
取
さ
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
こ
の
形
態
の
集
団
で
は
集
団
祖
と
の
関
係
が
ト
ー
テ
ム
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

拝
の
揚
合
よ
り
ず
っ
と
無
意
識
に
な
っ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
」

ト
ー
テ
ム
を
喪
失
し
た
、
従
っ
て
氏
族
祖
の
伝
承
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
氏
族
社
会
で
は
、
氏
族
の
こ
の
進
化
に
つ
れ
て
、
そ
の
古
い
機

能
は
フ
ラ
ト
リ
ー
に
残
さ
れ
る
。
呪
術
宗
教
的
儀
礼
が
期
末
フ
ラ
ト

リ
ー
の
最
高
機
能
と
な
る
の
を
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
　
「
…
氏
族
の

こ
の
竪
固
さ
が
フ
ラ
ト
リ
ー
の
古
代
組
織
を
、
濠
洲
で
は
己
に
失
わ

れ
た
明
晰
さ
を
以
て
、
北
米
原
住
民
の
社
会
に
維
持
せ
し
め
た
」
の

で
あ
っ
て
、
キ
タ
イ
捧
朕
程
か
氏
族
ト
ー
テ
ム
を
｛
喪
ト
り
に
q
℃
拘
ら
〆
ず
、
い
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な
氏
族
ト
ー
テ
ム
を
蔓
失
す
る
だ
け
に
進
化
し
強
化
し
た
れ
ば
こ

茅
｝
、
　
フ
ラ
ト
リ
ー
は
古
代
加
組
織
”
て
の
ル
ま
ま
を
保
持
し
続
け
、
　
従
っ
て

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
閾
四
す
る
限
り
、
フ
ラ
ト
リ
ー
。
ト
ー
テ
ム
の
み
∴
か

伝
わ
っ
た
の
に
何
の
不
可
も
な
い
訳
な
の
ぞ
あ
る
。
キ
タ
イ
氏
族
の

揚
合
、
こ
の
強
固
化
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
結
集
度
の
低
い
母
系

ト
ー
テ
ム
氏
族
か
ら
統
制
度
の
高
い
典
型
的
父
系
氏
族
へ
の
進
佑
で

あ
り
、
こ
の
進
化
を
基
礎
づ
け
た
も
の
が
暫
く
に
他
な
ら
ぬ
地
域
的
基

盤
の
獲
得
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
四
世
紀
・
か
藷
り
⊥
ハ
。
七
世
紀
に
「
か
降
）
て
の
キ
タ
イ
氏
族
は
、
　
・
氷
い
停

滞
を
破
っ
て
地
域
集
団
と
し
て
の
編
成
を
な
し
初
め
た
。
そ
の
最
初

は
、
ま
ず
系
譜
の
母
系
か
ら
父
系
へ
の
転
換
に
よ
る
初
歩
酌
地
域
集

団
の
禺
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
掲
し
た
「
隷
書
」
・
「
北
史
」

の
6
1
用
文
に
は
、
拓
蹴
珪
の
撃
破
を
蒙
っ
た
彼
等
は
、
こ
こ
に
こ
れ

ま
ぞ
の
雑
居
を
捨
て
て
「
蘂
部
族
と
分
住
も
た
」
と
い
う
。
正
し
く

四
世
紀
末
の
栄
誉
で
あ
っ
て
、
文
面
に
含
ま
れ
る
多
少
の
曖
昧
さ
は

否
定
し
え
ら
れ
ぬ
と
し
て
も
、
之
を
四
囲
の
情
勢
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

こ
れ
こ
そ
キ
タ
イ
族
の
居
住
形
態
に
転
期
を
画
し
た
あ
の
内
面
酌
社

会
変
化
に
対
応
す
る
記
録
だ
と
見
点
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
ち
。

発
展
度
の
極
め
て
緩
漫
な
未
開
社
会
に
於
て
、
外
部
曲
刺
戟
、
特
に

軍
事
政
治
曲
な
危
機
は
往
肉
に
し
て
急
激
な
益
会
酌
変
化
を
惹
起
せ

し
め
る
重
要
な
因
子
と
な
っ
て
働
く
竜
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
。

二
世
紀
、
地
陥
域
牛
王
と
し
て
一
応
の
形
を
整
え
た
父
系
ト
ー
テ
ム
氏

族
は
、
氏
族
分
裂
の
傾
向
を
一
応
阻
止
す
る
に
成
功
し
つ
つ
次
第
に

そ
の
強
固
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
経
過
は
そ
れ
こ
そ
、
　
「
知
ら

ず
識
ら
ず
の
申
に
」
結
合
の
絆
が
ト
ー
テ
ム
か
ら
共
同
祖
先
の
学
士

．
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
移
行
し
て
ゆ
く
典
型
で
あ
り
、
そ
の
極
ま
る

と
こ
ろ
遂
に
ト
ー
テ
ム
的
色
彩
を
全
く
脱
却
し
た
乙
失
業
部
以
下
の

唐
代
キ
タ
イ
氏
族
の
嵐
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
。

　
以
上
｛
私
は
、
ト
ー
チ
ミ
ズ
の
痕
跡
脚
を
キ
タ
イ
族
の
〃
歴
史
の
た
ど
り

う
る
最
も
古
い
時
代
に
遊
づ
け
る
と
共
に
、
未
開
社
会
に
於
け
る
集

覇
形
成
の
こ
様
式
と
し
て
の
そ
の
本
質
を
、
僅
少
な
が
ら
歴
・
災
事
笑

に
依
っ
て
具
体
的
に
演
繹
し
、
以
て
古
代
キ
タ
イ
社
会
史
を
こ
の
よ

う
な
形
に
構
成
し
た
。
キ
タ
イ
古
代
社
会
史
と
い
っ
て
も
、
勿
論
こ

れ
は
ほ
ん
の
そ
の
一
部
分
、
い
わ
ば
序
論
に
過
ぎ
な
い
。
内
部
に
本

絡
…
酌
な
氏
族
を
既
に
成
育
せ
し
め
た
六
・
七
世
紀
以
降
の
キ
タ
イ
人

社
会
ノ
し
は
、
フ
ラ
ト
リ
ー
は
ど
の
よ
う
な
機
鮎
舵
を
以
て
共
同
休
に
参

加
し
た
か
。
就
申
フ
ラ
ト
リ
ー
と
氏
族
と
の
朋
囚
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
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キタイ氏族鋼の起源と1・一テミズム（愛宕）

か
。
二
分
体
綴
は
い
か
に
発
展
し
、
部
族
の
緒
成
は
い
か
に
し
て
実

現
し
た
か
。
等
た
の
問
題
が
ま
だ
未
解
決
の
ま
ま
由
回
し
て
い
る
。

階
唐
時
代
の
キ
タ
イ
社
会
史
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
そ
の
古
代
篇
の

本
論
と
し
て
当
然
稿
を
改
め
て
論
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

・
つ
。

①
｝
嵐
。
悉
g
ρ
o
p
ぐ
￥
ご
塁
。
一
§
い
9
轟
。
諺
℃
ざ
い
し
、
。
お
慧
ぎ
凱
鼠

　
匂
α
o
O
【
巳
O
o
プ
o
N
一
転
℃
ユ
ヨ
三
h
も
陰
簿
創
9
口
ψ
H
、
○
「
圃
O
宰
捗
算
勘
O
簡
O
罫
0
7
H
H

②
H
三
麟

③
ノ
＜
」
認
く
興
ψ
こ
H
ご
哉

④
¢
ご
琶
・
魯
ξ
H
三
9

⑤
遼
史
三
二
、
営
衛
憲

⑥
≦
」
窺
ぐ
。
門
い
◆
し
銘
q
・

⑦
国
・
u
巨
魯
魚
昌
ご
峯
笛

…
三
〇
・
八
・
二
四
稿
了
i

曾
我
部
静
雄
「
そ
の
後
の
課
役
の
解
釈
問
題
」
　
（
本
誌
三
八
ノ
四
所
載
）

養
亘
行

t，　36　23　，i　31tl　〈t2　lt　3S　tt

〃下下上〃〃上下〃下
ヲ｛ミ　　ート　　ート　　　　　　　　　　　　　　　　　　ート　　十

尾ニーナ九六四四凶八

馬

素

免
ず
、
）

雑
徳
と
す
る
か
ら

鼠
算
上
の

言
忌
の
課
は

疏
義

騒
使
さ
る

「
と
説
賜
し
」
か
ら
改
行

む
　
む
　
む

租
税
租

陶
の
制
度
に

璽
憲
将
軍

免
ず
。
）

雑
樒
と
あ
る
か
ら

漕
律
令
上
の

課
調
の
調
は

疏
議

駆
使
さ
る

む
　
　
　
り

租
税
租

晴
初
の
制
度
に

澱
趨
将
軍
　
　
…
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’The　Dual　Organization　of　the　Tribal　System

　　　　　　　　　　　　　of　Ancient　Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　Shoel　Mishina

　　　The　Amatsu－k翫mi（天ツ神）a薮dむ地Ku盗itsu－kami（国ツ神），　the
　　　　　　　ウ
two　different　geneologies　of　gods　of　ancient　Japan，　were　not　only

the　divine　categories　but　also　the　principle　of　division　o£　the

ancient　soc圭al　structure．　Such　a　classification　belongs　to　the　type

of　so－called　dual　organizat1on・　It　prevaile（卑圭n　the　ancient　society

as　a．blood　relation　and　occupied　a　mid－way　position　between　the

clan　and　the　tribe．　It　had　many　functions丘。朝野e　matrimonial

to　the　pQlitico－mi正itary　regulation．　The　retigious　rites　were　also

one　of　their　funct量ons．：But　thc　soc量al　deveIopment　caused　m狐y

deviations　of　the　categories　wh圭ch　at　last　was　curtailed．befbre

the　soc圭al　and　political　forces　of　the　succeeding　generations．

　　　　　　　　　　　　　　Kittan　Clanship　and　Totemis肌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Matuo　Otagi

　　　Among　the　Kittans　there　were　two　communal　arrangements

which　divided　tke　people．　Such　were　the　Yeh一！iis（耶律）and

the　Sh鋤．mis（審密），　but　their　origins　and　their　meanings　were

aIrefady　u愈nown　to　the　people　at　Iarge　on、ly　remaining　their

Slightest　traceS　in　the　matrimonial　cuStoms　and　the　relige・us

ritua｝s　aRd　pastimes　of　thc　community。

　　　ThOugh　llot呂。　collspicuous　in　the　reig登of　Liao（N．一At途）such

customs　were　the　remains　of　the　oId　communal　arfangements

which　once　made　thcmselves　fe　lt　as　the　cssencial　institutlons　of

the　tribe．　The　two　social　systems　which　divided　the　tr圭be　ilLto

the　Yeh－1．ii　and　the　Sh6n－mi　phratr圭es　are　to　be　considered，　in　my

v孟ewラas　the　results　of　phratry　totemism。　In　thls　articie　an　atte輔

mpt　was．高≠р?　to　explain　the　csse痴al　phenomen◎110f　totemi瓢

and　I　suggested　in　the　fヒ）lkloric　tradition　of　the　tribe．the　or圭gines

of　the　abovε一named　phratries．　In　the　process　of　my　argume叢t，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（62S）



however，　1’　also　discussied　that　the　totemism　was　tlie　formative

power　of　the　communal　arrangement．

The　Formation　6f　tshe　Land　Community

By

Yutaka　Tanaka’

　　　In　the　foregoing　studies　of　the　earlier　stages　of　feudalism

（Lehenswesen），　its　underlying　s．tratum，　the　serfdom　（Gi’undherr－

schaft）　was　often　treated　seperately．　This　was　why　the　legal　and

social　history　formed．　a　seperate　field　of　study　and　no　attempt

was　made　to　bridge　between，　This　essay　on　the　history　of　com－

munity　is　a　contribution　to　the　adequate　explanation　of　the　cQn－

nections’between　them　by　tracin．cr　the　gradual　development　of　the

comrntini，ty　on　the　one　hand　and　the　social　revolutions　that　ac－

companied　it　on　the　other　hand．　The　explanation　will　be　made

one　after　the　other　o£　the　patriarchal　to　the　lancl　community．

Meanwhile　the　movement　of　the　gentry　played　an　important　role

and　it　is　they　that　made　the　community　come　into　its　own．

AStudy　ofSo（惣）

　　　　　　　　By

　　Yoshihito　lshida

　　　In　medieval　Japan　where　the　private　ownership　was　the　rule，

not　exceptional　as　in　rnedieval　Europe　the　communal　ownership

was　con’fined　to　only　such　small　ownerships　as　of　woods　and

rivers．　The　communities　led　by　the　landed　gentry　during　the

Kamakura　era　was　still　too　power！ess　to　resist　the　opressions　of

the　sheriffs　（Jlto　S’MfA），　manorial　lords　and　other　misdoings　of　the

routiers．　Under　such　conditions　the　village　communities　werg

cornpelled　to　take　refuge　in　tlle　traditional　lordships　of　the　mad－

nates．　This　type　of　community　is　wh飢Imean　by．　sosho（惣庄），

but　it　was　transformed　by　the　civil　wars　of　the　Nanboku－cho　（pt

北朝）and　on　the　wastcs　after　the　turmoiI　there　cmerged　another

type　of　commtmity．　The　population　grew，　the　communal　assets

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6禦）


