
ヒ
マ

ラ
ヤ
及
び
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
文
化
接
触

36　（476）
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〔
要
約
日
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
は
も
と
も
と
民
族
丈
化
の
段
階
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
時
代
の
進
展
と
共
に
超
民
族
文
化
の
段
階
へ
と
変
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
超

民
族
文
化
は
、
イ
ン
ド
で
成
熱
し
た
ヒ
ン
ヅ
：
文
化
と
、
チ
ベ
ッ
ト
で
成
熟
し
た
チ
ベ
ッ
ト
文
化
で
、
こ
の
両
春
が
多
く
の
民
族
文
化
を
爾
北
両
側
か
ら

同
化
し
て
ゆ
く
。
文
化
接
触
に
よ
る
こ
の
同
化
過
程
で
、
自
然
環
境
は
常
に
新
し
い
意
昧
を
以
て
役
割
を
演
じ
て
ゆ
く
。
さ
て
こ
れ
ら
の
文
化
接
触
を
考

え
る
場
合
に
、
私
は
、
そ
の
単
位
と
な
る
文
化
を
文
化
構
造
を
持
つ
た
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
し
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
場
合
を
例
示
し
た
。
か
よ
う

な
文
化
構
造
に
立
脚
し
た
型
を
文
化
型
と
呼
び
、
チ
ベ
ッ
ト
王
化
と
漢
文
化
及
び
ヒ
ソ
ヅ
…
文
化
を
、
そ
れ
ぞ
れ
文
化
型
の
拉
列
で
あ
り
型
に
立
脚
し
た

文
化
領
域
の
接
触
と
し
て
跳
め
た
。
し
か
る
に
チ
ベ
ッ
ト
文
化
と
蒙
古
や
ツ
ソ
グ
…
ス
の
文
化
は
、
む
し
ろ
．
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
文
化
」
と
し
て
の
共
通

性
を
持
つ
。
こ
の
同
一
傾
向
を
帯
び
た
文
化
領
域
の
中
で
、
聖
と
俗
の
四
聖
が
い
か
に
し
て
彼
ら
の
疑
衆
文
化
の
地
盤
か
ら
成
長
し
、
ど
う
い
う
文
化
変
・

化
を
意
昧
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
試
論
に
す
ぎ
な
い
。

　　　　　　　　　’　　　　　　　nm　　　　　　i．b　　　　　LL「v’1い　　　　t　　v　　．t．　　’　”　　ノ　ttt．t　．一t．i　v．　’
v　　t

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
興
味
の
中
心
は
、
文
化
の
禽
発
的

ま
え
が
き

　
「
文
化
接
触
」
と
い
う
テ
；
マ
を
編
集
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
ぞ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ク
翼
ー
バ
ー
編
の
「
今
日
の
入
類
学
」
を
ひ
も
と
い
て
み
た
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
文
化
の
変
化
と
い
う
テ
ー
マ
が
人
類
学
者
た
ち
に
熱
心

に
と
り
上
げ
ら
れ
た
歴
史
は
非
常
に
新
し
く
、
漸
く
一
九
三
〇
年
代

な
発
展
に
よ
る
変
化
よ
り
も
、
異
文
化
の
接
触
に
よ
る
変
化
に
集
申

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
現
象
に
対
し
て
、
合
衆
国
の
人

類
学
者
た
ち
が
主
と
し
て
9
0
0
巳
海
量
謡
O
昌
と
い
う
語
を
、
イ
ギ
リ

ス
の
連
中
は
主
と
し
て
。
ξ
讐
冠
①
o
o
⇔
欝
9
の
語
を
用
い
た
よ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
の
　
も
　
　
へ

あ
る
。
私
が
こ
の
短
文
ぞ
用
い
る
文
化
接
触
と
い
う
こ
と
ば
は
、
大
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体
に
お
い
て
こ
の
後
者
の
直
訳
の
つ
も
り
で
使
わ
れ
る
。

　
い
ま
ひ
と
つ
。
そ
の
短
か
い
研
究
史
上
で
、
簸
ハ
味
は
更
に
、
欧
米

文
化
の
滲
透
に
よ
る
未
開
民
族
の
文
化
変
化
に
局
限
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
上
掲
書
で
．
．
》
o
o
巳
ε
舜
甑
o
p
、
、
の
章
の
担
当
者
ビ
ー
ル

ズ
氏
は
、
ヨ
ー
遺
ッ
パ
丈
化
が
介
入
し
な
い
場
合
の
文
化
接
触
に
つ

い
て
、
わ
ず
か
に
三
つ
の
論
・
文
を
あ
げ
得
た
の
み
で
准
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ち
り
ン
ド
グ
レ
ン
嬢
の
北
部
大
興
安
嶺
研
究
（
馴
鹿
ツ
ン
グ
ー
ス
と

コ
サ
ッ
ク
の
接
触
）
、
　
エ
ク
ヴ
ォ
ー
ル
の
角
箸
・
チ
ベ
ッ
ト
境
の
研

如
（
漢
民
族
面
教
徒
農
耕
チ
ベ
・
夫
。
霧
チ
ベ
・
夫
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

互
い
の
接
触
）
、
　
及
び
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
の
ア
フ
リ
カ
研
究
（
ネ
グ

皿
と
回
教
徒
の
接
触
）
の
三
つ
ぞ
あ
る
。

　
最
近
に
至
っ
て
人
類
学
者
た
ち
の
手
に
な
る
卑
し
い
文
化
接
触
の

論
文
が
あ
る
と
’
い
っ
て
竜
、
そ
れ
ら
は
殆
ん
ど
新
大
陸
や
太
平
洋
な

ど
の
未
開
畏
族
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
介

入
し
な
い
場
合
の
上
記
三
論
文
が
、
揃
い
も
揃
っ
て
旧
大
陸
の
対
象

を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
に
み
え
て
意
味
深
童
な
も
の
が
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
隔
大
陸
で
は
、
あ
え
て
ヨ
ー
鷺
ッ
パ
文
化
だ
け
で

な
く
、
他
の
諸
属
族
の
文
化
も
ま
た
、
頼
当
高
度
の
発
達
を
と
げ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
文
化
は
、
ヨ
…
翼
ッ

パ
の
近
代
文
化
が
滲
透
し
て
き
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
混
乱
を
ひ

き
起
し
、
　
解
体
す
る
程
に
は
、
　
低
い
水
準
に
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
多
く
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
対
し
て
、
相
当
の

抵
抗
力
あ
る
い
は
免
疫
性
を
も
つ
て
い
た
。

　
こ
れ
を
暗
示
す
る
ひ
と
つ
の
傍
証
は
、
ヨ
ー
翼
ッ
パ
文
化
の
滲
透

し
た
専
心
、
そ
れ
ら
後
進
諸
民
族
の
人
口
が
増
加
す
る
か
否
か
に
も

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
、
新
大
陸
や
太
平
洋
諸
島
の
い

わ
ゆ
る
未
開
民
族
に
お
い
て
は
、
人
口
は
概
し
て
一
旦
減
少
に
向
つ

た
の
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
の
諸
縁
族
ぞ
は
却
っ
て
増
加
に
向
っ
て
い

　
　
　
　
　
⑤

つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
通
じ
て
も
、
文
化
に
は
発
展
段
階
の
高
低
、

あ
る
い
は
発
達
の
水
準
の
相
違
、
い
わ
ゆ
る
文
化
階
梯
と
い
っ
た
も

の
を
考
え
る
必
要
が
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
こ
と
は
直
ち
に
、
す
べ
て
の
文
化
を
唯
一
本
の
進
化
の
序
列
の
上

に
蚊
べ
得
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
う
い
っ
た
単
為
的
進
化
と
い

う
ド
グ
マ
が
、
何
ら
実
証
的
裏
づ
け
な
し
に
乱
発
さ
れ
る
こ
と
に
対

し
て
は
、
今
回
の
攣
問
は
充
分
す
ぎ
る
程
反
省
し
て
い
る
よ
う
だ
か

ら
、
こ
こ
に
く
ど
く
ど
と
の
べ
る
必
要
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
い
て
屯
、
こ
う
い
っ
た
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未
開
民
族
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
，
ア
イ
ヌ
の
類
き
も
、
し
ば
ら

く
前
ま
で
は
そ
う
だ
っ
た
ろ
う
。
以
下
に
扱
う
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
中
に

も
、
そ
う
い
っ
た
民
族
が
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
未
開
斑
族

と
開
化
し
た
罠
族
と
の
闘
に
、
何
ら
か
の
明
確
な
段
階
上
の
境
界
線

が
引
か
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
い
っ
た
一
般
的
基
準
を
考
え
た
学
者
も
数
々
あ
ろ
う
。
し
か

し
私
は
む
し
ろ
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
別
の
方
法
も
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
個
丸
の
地
域
、
個
女
の
諸
文
化
の
関
係
に

邸
し
て
、
そ
の
申
で
文
化
の
発
展
段
階
を
相
対
的
に
云
々
す
る
仕
事

の
方
が
、
は
る
か
に
安
全
な
、
ま
ず
第
一
の
仕
事
で
あ
る
と
思
う
。

禿
と
え
ば
ア
イ
ヌ
の
文
化
は
、
罠
本
人
の
文
化
よ
り
も
一
段
と
発
展

段
階
の
低
い
文
化
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
奥
地
の
山
地
民

族
の
文
化
は
、
隣
接
す
る
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化
や
チ
ベ
ッ
ト
文
化
よ
り
も

一
段
と
発
展
段
階
の
低
い
文
化
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
、
そ

れ
は
ひ
と
つ
の
結
果
論
的
な
見
方
な
の
で
あ
る
が
、
ヒ
マ
ラ
．
や
の
山

地
民
族
や
ア
イ
ヌ
が
、
み
つ
か
ら
の
層
化
を
捨
て
て
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化

や
日
本
文
化
を
採
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
逆
は
殆
ん
ど
見

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
臼
本
文
化
や
チ
ベ
ッ
ト
文
化

は
そ
の
縄
張
り
を
ひ
ろ
げ
て
、
前
記
の
未
開
文
化
を
置
き
か
え
つ
つ

－
あ
る
か
・
り
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
一
種
の
自
由
競
争
の
過
程
で
も
あ
う

て
、
あ
え
て
政
治
力
に
よ
っ
て
の
み
進
行
し
て
い
る
変
化
過
程
で
は

な
い
。
時
に
は
、
政
治
力
に
抗
し
て
す
ら
、
そ
の
よ
う
な
過
程
が
進

行
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
い
っ
た
文
化
的
同
化
作

用
や
置
き
換
え
の
結
果
、
ア
イ
ヌ
の
住
ん
で
い
た
北
海
道
や
、
未
開

民
族
の
住
ん
で
い
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
に
は
、
以
前
よ
り
も
い
っ
そ
う

多
く
の
土
地
が
拓
か
れ
た
り
、
沢
山
の
人
々
が
住
む
よ
う
に
な
る
と

い
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
生
活
空
間
が
い
っ
そ
う
充
実
し
て
利
周
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
的
な
も
の
こ
そ

は
、
お
そ
ら
く
真
の
意
味
の
進
化
の
モ
ノ
サ
シ
だ
ろ
う
と
い
う
の
が

私
の
考
え
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
リ
ン
ド
グ
レ
ン
嬢
の
調
べ
た
大
豊
年
嶺
は
、
私
も
旅
行

し
て
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
感
じ
た
こ
と
は

こ
う
で
あ
る
。
大
興
安
康
の
山
甲
心
部
を
占
め
る
よ
う
な
寒
冷
な
タ
イ

ガ
の
地
帯
で
は
、
そ
の
空
間
の
五
竜
よ
き
利
網
者
は
劇
画
オ
ロ
チ
ョ

ン
、
す
な
わ
ち
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
一
員
で
あ
る
。
彼
ら
の
生
活
様

式
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
空

間
の
利
津
島
と
し
て
は
、
ロ
シ
ヤ
人
も
漢
銑
族
も
騨
鹿
西
ロ
チ
ョ
ン
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に
敵
う
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
域
に
即
す
る
か
ぜ
り
、
馴
鹿
オ

　
ロ
チ
ョ
ン
の
交
化
は
、
揖
シ
や
人
や
漢
民
族
の
文
化
よ
り
も
一
段
と

高
い
の
ぞ
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
、
少
数
民
族
と
は
い
え
彼
ら

め
文
化
は
一
応
安
定
し
、
そ
の
縄
張
り
を
確
保
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
彼
ら
は
と
っ
く
に
弓
矢
を
捨
て
て
鉄
砲
を
採
用
し
た
。
ま
た
彼
ら

は
表
面
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
容
れ
、
お
墓
に
は
十
字
架
を
建
て

た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
文
化
構
造
が
根
底
か

ら
覆
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
昧
で
、
北
部
大
翼
安
嶺
を
め
ぐ
る

　
一
帯
で
は
、
…
騨
鹿
オ
ロ
チ
ョ
ン
・
μ
シ
や
人
。
蒙
吉
人
。
漢
人
な
ど

の
諸
文
化
が
、
お
互
い
に
発
展
段
階
の
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
と
し
て
並

列
的
に
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
。

　
第
二
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
文
化
接
触
と
い
う
現
象
を
扱

う
に
当
っ
て
、
環
境
の
も
つ
重
要
性
ぞ
あ
る
。
た
と
い
そ
れ
を
自
然

環
境
と
い
う
部
面
に
限
っ
て
も
、
気
候
・
植
生
・
土
壌
、
あ
る
い
は

地
形
。
位
巖
・
大
き
さ
、
と
い
っ
た
環
境
上
の
諸
条
絆
は
、
実
に
い

ろ
い
ろ
な
面
ぞ
、
文
化
接
触
の
上
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

こ
の
点
ぞ
は
、
地
理
学
者
に
く
ら
べ
て
、
人
類
学
者
や
歴
史
学
悲
は
、

事
の
重
要
性
を
ま
だ
ま
だ
甘
く
軽
く
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

．
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
に
お
い
て
は
常
に
こ
の
闘
題
…
文
化
と
環
境
と

の
関
係
i
－
に
注
意
を
う
な
が
し
た
い
。
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．

閏
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
民
族
文
化

　
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
い
う
一
大
山
系
の
中
に
は
、
あ
ま
た
の
少
…
数
民
族
が

い
ま
な
お
分
布
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
多
く
は
今
な
お
民
族
文

化
財
智
鉱
。
巳
ε
器
の
段
階
を
と
ど
め
て
い
る
。
こ
こ
に
民
族
文
化

　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
は
、
実
は
甚
だ
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
超
雨
垂

文
化
と
竜
い
う
べ
き
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化
・
回
教
文
化
・
チ
ベ
ッ
ト
文
化
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あ
る
い
は
離
婁
化
と
区
別
し
た
意
味
で
用
い
て
お
く
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
民
族
の
多
く
は
、
歴
史
的
に
は
北
の
方
、
チ
ベ
ッ

ト
高
原
の
側
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
越
し
に
南
の
方
へ
波
状
に
押
し
出
し

て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
民
族
藷
が
、
多
く
は

チ
ベ
ッ
ト
ー
ー
ビ
ル
マ
語
系
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
例
え
ば
親

族
呼
称
の
よ
う
な
も
の
の
申
に
竜
、
チ
ベ
ッ
ト
あ
た
り
と
共
通
の
名

ま
え
が
多
く
残
存
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
人
種
的
に
も
そ
の
共
通

性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
民
族
移
動
の
波
が
、
幾
重
に
重
な
っ
て
繰
り
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
も
の
か
は
判
ら
な
い
。
ホ
ジ
ソ
ン
は
既
に
古
く
か
よ
う
な
現

象
を
指
摘
し
、
こ
と
に
ヒ
ヤ
ラ
や
南
縁
に
沿
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
バ
ラ

バ
ラ
に
孤
立
し
た
り
、
カ
ー
ス
ト
社
会
の
尽
る
種
の
賎
域
と
な
っ
て

い
る
者
を
、
古
い
移
動
波
に
属
す
る
も
の
と
見
徹
し
た
。
彼
ら
は
新

し
い
移
動
波
に
押
さ
れ
て
、
い
わ
ば
民
族
と
し
て
の
領
域
的
ま
と
ま

り
を
失
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
竜
ち
う
ん
こ
れ
は
ま
だ
仮
説
的
な
ひ
と
つ
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
ネ
パ
…
ル
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
眼
前
に
ヒ
ン

ド
ス
タ
ン
平
原
を
見
下
す
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
最
前
衛
線
、
つ
ま
診
シ
ワ
リ

ー
ク
総
監
の
丘
陵
上
や
タ
ラ
イ
、
こ
と
に
そ
の
パ
ル
パ
　
℃
9
ゆ
な
9
　
・

タ
ン
シ
ン
6
鋤
p
ω
ぎ
と
い
っ
た
寛
々
を
中
心
と
し
た
地
区
は
、
　
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ガ
…
ル
族
の
竜
と
も
と
の
本
拠
だ
つ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
マ
ガ

ー
ル
族
は
、
そ
の
顔
だ
ち
か
ら
い
っ
て
蒙
古
人
種
的
な
特
徴
を
明
自

に
そ
な
え
、
言
語
は
明
白
に
チ
ベ
ッ
ト
比
ヒ
マ
ラ
ヤ
語
系
に
属
す
る

点
か
ら
・
も
、
明
ら
か
に
北
方
か
ら
の
移
動
波
の
名
残
り
ぞ
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
こ
れ
よ
り
南
、
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
平
原
に
入
っ
て
は
、
も
は

や
北
方
か
ら
の
波
と
明
白
に
い
い
得
る
竜
の
に
出
く
わ
さ
・
な
い
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
北
方
か
ら
の
波
は
、
ち
ょ
う
ど
堅
い
岩
に
ぶ
つ
か
っ

た
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
西
か
ら
東
へ
流
れ
る
い
っ
そ
う
強
い
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

れ
に
ぶ
つ
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
シ
ワ
リ
：
ク
山
脈
か
ら
そ
の
ふ
・
も

へと
の
タ
ラ
イ
の
森
林
帯
の
あ
た
り
で
立
ち
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
パ
ル
パ
の
丘
か
ら
見
下
さ
れ
る
タ
ラ
イ
の
は
ず
れ
に
、

ル
ミ
ン
デ
イ
閑
信
ヨ
8
貯
q
蝕
つ
ま
り
昔
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
が
あ
る
。
お

釈
迦
様
は
そ
こ
で
生
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
け
れ
ど
、
ネ
パ
ー
ル
・
ガ
ル
ワ
ル
な
ど
の
西
部
に
く
ら
べ
、
同
じ

ヒ
マ
ラ
ヤ
で
も
獣
畜
よ
り
で
は
、
北
方
か
ら
の
移
動
波
は
ず
っ
と
南

方
に
ま
で
達
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
ー
ビ
ル
マ
語
系
の
諸
罠
族
は
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
山
系
を
は
み
出
し
、
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
の
河
谷
を
越
え
た
ア
ヴ

サ
ム
丘
陵
に
ま
で
分
布
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
人
種
分
布
を
論
じ
た
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地
図
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
こ
の
ア
ッ
サ
ム
地
方
を
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
と

ひ
と
つ
づ
き
に
、
　
「
蒙
古
人
種
」
の
分
布
地
域
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
ぞ
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峻
な
箇
々
は
人
間
の
通
過
を
拒
ん
で
い

る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
低
い
峠
を
越
え
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
主
嶺
を
横
切

る
先
行
河
川
の
峡
谷
を
通
過
し
て
南
下
し
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
ひ
と
た
び
そ
の
よ
う
な
高
峻
な
場
所
を
通
過
し
て
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
南
側
に
移
る
や
否
や
、
彼
ら
は
む
し
ろ
丘
の
上
を
え
ら
ん
で
移

動
し
た
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
ら
ば
、
中
部
ネ
パ
；
ル
の
そ
う
い
っ

た
丘
陵
地
帯
で
私
が
観
察
し
た
り
き
い
た
と
こ
ろ
ぞ
は
、
諸
畏
族
の

’
分
布
の
境
界
線
は
、
尾
根
筋
ぞ
は
な
く
む
し
ろ
谷
筋
と
な
っ
て
い
る

場
合
が
多
い
。

　
こ
の
民
族
移
動
は
、
あ
る
短
期
間
に
大
群
を
な
し
て
尾
根
づ
た
い

に
行
わ
れ
た
竜
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
む
し
ろ
、
相
当
の
年
月
を
費
し

つ
つ
、
一
つ
の
母
村
か
ら
次
々
に
子
村
を
派
生
し
、
そ
の
子
村
か
ら

孫
村
を
派
生
す
る
と
い
う
具
合
に
、
コ
ロ
ニ
ー
を
ひ
ろ
げ
て
い
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ニ
ー
ラ
ー
封
ハ
イ
メ
ン
ド
ル
フ
は
、
尾
根
か

ら
尾
根
へ
、
北
か
ら
南
へ
の
、
こ
の
よ
う
な
尺
取
り
虫
の
よ
う
な
運

動
が
、
今
な
お
ア
ッ
サ
ム
聾
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
進
行
中
で
は
な
い
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
示
唆
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
南
側
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
今
な
お
大
部
分
の
村
落

は
丘
上
に
陣
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
私
の
歩
い
た
中
部
ネ
パ
ー
ル
で

も
歴
然
た
る
現
象
で
あ
っ
て
、
村
境
や
郡
境
は
多
く
心
筋
の
河
流
沿

い
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
。
私
は
こ
こ
に
理
由
ら

し
い
も
の
を
二
つ
あ
げ
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
は
、
谷
底
は
亜
熱
帯
ぞ
あ
り
、
そ
こ
で
は
マ
ラ
リ
ヤ

そ
の
他
の
悪
疫
が
バ
ッ
コ
し
て
い
る
。
人
々
は
そ
の
よ
う
な
不
健
康

地
に
住
む
こ
と
を
好
ま
な
い
。
こ
の
亜
熱
帯
と
、
そ
の
上
に
隣
接
す

る
暖
温
帯
と
の
境
界
高
度
は
、
皆
済
ネ
パ
ー
ル
辺
で
は
海
抜
一
二
〇

〇
米
を
平
均
高
度
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
高
度
こ
そ
は
、
沙

羅
双
樹
・
バ
ン
ヤ
ン
。
マ
ン
ゴ
ー
な
ど
の
上
限
で
あ
り
、
ま
た
熱
帯

性
の
ラ
テ
ラ
イ
ト
的
土
壌
の
上
限
で
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
試
み
に
、
イ
ン
ド
測
量
部
の
一
イ
ン
チ
八
マ
イ
ル
地
図

上
に
、
こ
の
一
工
○
○
米
の
等
高
線
を
追
跡
し
て
み
る
。
す
る
と
、

ま
さ
に
驚
く
程
に
、
ネ
パ
ー
ル
の
重
要
な
村
や
町
は
、
こ
の
等
高
線

以
上
の
丘
陵
上
に
陣
取
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
前
記
の
パ
ル
パ
や
タ
ン
シ
ン
に
し
ろ
、
グ
ル
カ
王
朝
の
発
祥
地
と

な
っ
た
グ
ル
カ
の
町
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
曾
っ
て
土
侯
の
宮
廷
所
在

地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
、
コ
ツ
塾
（
寿
9
）
の
接
尾
辞
を
有
す
る

41　（481）



霧
だ
し
い
村
女
に
し
ろ
、
ま
ず
殆
ん
ど
が
亜
熱
帯
を
避
け
た
暖
温
帯

の
島
に
立
地
す
る
の
ぞ
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
暖
温
帯
の
島
の
中
で
、
ネ
パ
；
ル
で
は
唯

ひ
と
つ
だ
け
、
と
び
ぬ
け
て
大
き
い
島
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ネ
パ
ー

ル
谷
」
ぞ
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
谷
と
い
う
の
は
、
京
都
盆
地
ほ
ど
の
大

き
さ
を
持
つ
た
肥
沃
な
盆
地
で
あ
り
、
ネ
パ
ー
ル
の
首
府
の
カ
ト
マ

ン
ヅ
を
は
じ
め
、
パ
ー
タ
ン
、
バ
ト
ガ
オ
ン
と
い
う
三
大
都
市
が
こ

の
中
に
集
中
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
そ
も
そ
竜
「
ネ
パ
ー
ル
」
と

呼
ば
れ
た
の
は
こ
の
ネ
パ
ー
ル
谷
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
至
」

つ
て
、
国
土
全
体
を
指
す
名
前
に
も
拡
大
し
て
適
用
さ
れ
た
竜
の
な

の
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
谷
は
、
日
本
で
い
え
ば
昔
の
畿
内
と
い
う
よ

う
に
、
特
に
重
要
な
、
そ
し
て
ネ
パ
ー
ル
の
他
地
域
に
く
ら
べ
て
ず

ば
ぬ
け
て
早
く
開
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
な
お
他
地
域
と
は
く
ら

べデ

烽
ﾌ
に
な
ら
な
い
ほ
ど
繁
栄
し
て
い
る
一
区
劃
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
位
置
す
る
前
記
三
都
市
は
、
人
口
十
万
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

・
も
あ
る
。
し
か
る
に
、
第
四
位
の
都
市
と
い
う
べ
ぎ
ポ
ガ
ラ
は
、
せ

い
ぜ
い
人
口
一
万
三
千
ほ
ど
で
、
つ
ま
り
一
桁
も
ち
が
う
ほ
ど
で
あ

る
。
ネ
パ
ー
ル
谷
の
最
も
低
い
盆
地
底
で
も
、
海
抜
約
一
三
〇
〇
米

も
あ
り
、
こ
こ
は
暖
温
帯
で
あ
り
、
衛
…
生
的
に
も
優
れ
た
地
域
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
亜
熱
帯
の
上
限
と
い
う
も
の
は
、
震
要
な

影
響
を
人
び
と
の
生
活
の
上
に
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
丘
上
に
陣
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
他
の
理
由
は
、

彼
ら
が
も
と
も
と
は
水
田
耕
作
の
民
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の

ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
越
し
に
移
動
し
て
き
た
と

す
れ
ば
、
彼
ら
が
も
と
も
と
は
水
田
耕
作
の
民
で
な
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
水
稲
は
そ
ん
な
高
冷
地
で
は
栽
培
で

き
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら
は
も
と
竜
と
畑
作
民
、
そ
れ
も
最
初
は
焼
畑

移
動
耕
作
の
民
で
あ
っ
た
ろ
う
。
愚
な
お
、
ア
ッ
サ
ム
ー
ー
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
グ
フ
ラ
族
（
・
も
し
く
は
ミ
リ
族
）
や
、
シ
ッ
キ
ム
の
レ
プ
チ
ャ
は

そ
う
い
っ
た
生
業
に
従
事
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
飲
料
水
さ
え
得
ら

れ
る
な
ら
、
丘
の
上
に
畑
を
拓
い
て
住
む
方
が
却
っ
て
利
点
も
多
が

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
後
、
彼
ら
の
畑
作
農
耕
も
進
歩

し
た
。
中
部
ネ
パ
ー
ル
で
は
も
う
焼
畑
は
見
当
ら
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト

で
も
焼
畑
耕
作
は
大
体
に
お
い
て
晃
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
畜
産
を
重

要
視
し
、
畜
産
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、
畑
に
堆
厩
肥
を
豊
富
に

投
入
し
て
収
穫
を
あ
げ
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
そ
う
い
っ
た
畑
作
の
厩
は
、
南
下
し
て
、
水
閏
作
の

可
能
な
温
暖
地
に
ま
で
遮
り
つ
い
た
。
す
る
と
、
水
稲
と
い
う
竜
の
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の
優
秀
性
一
そ
の
美
味
、
そ
の
営
養
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
の
多

収
穫
性
、
な
ど
一
に
彼
ら
は
魅
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
っ

た
い
お
米
と
い
う
も
の
の
魅
力
は
ハ
お
米
を
・
全
く
産
し
な
い
チ
ベ
ッ

ト
に
ま
で
、
毎
年
毎
年
そ
れ
が
相
当
量
輸
出
さ
れ
る
ほ
ど
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
南
下
し
た
人
々
は
、
畑
作
に
加
え
て
水
稲
栽
培
を
と
り

入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
集
落
は
依
然
と
し
て
丘
の
上
や
申
腹
に
陣

取
り
な
が
ら
屯
、
谷
底
に
は
ま
す
ま
す
水
田
が
拓
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
屯
と
も
と
水
田
農
業
に
多
分
に
執
着

を
持
つ
た
人
望
、
特
に
ブ
ラ
ー
マ
ン
族
の
ご
と
き
が
、
も
う
よ
ほ
ど

昔
か
ら
、
亜
熱
帯
ネ
パ
ー
ル
の
谷
々
に
甫
の
方
か
ら
侵
入
し
て
き
た

よ
う
ぞ
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
、

　
そ
う
い
っ
た
水
稲
栽
培
は
、
私
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
海
抜

三
一
七
八
○
米
に
上
限
を
持
っ
て
い
る
。
時
に
は
一
九
〇
〇
米
に
竜

及
ん
で
い
る
。
そ
の
一
九
〇
〇
米
と
い
う
の
は
、
暖
湿
帯
の
最
上
限

三
度
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
上
は
熱
帯
性
の
植
物
群
の
勢
力
が
全
く
及

ば
ず
、
カ
シ
類
そ
の
他
の
植
物
が
繁
茂
す
る
純
温
帯
に
入
る
の
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
米
作
上
限
は
、
気
候
学
的
に
検
討
す
る
と
き
、
日

本
や
中
国
に
お
け
る
米
作
北
限
の
気
候
（
そ
れ
は
実
に
冷
温
帯
の
北

限
で
あ
る
）
よ
り
も
遙
か
に
温
暖
な
と
こ
ろ
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
ぞ
こ
う
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
暖
温
帯
一
つ
ま
り
海

抜
一
二
〇
〇
米
か
ら
一
九
〇
〇
米
ま
で
一
と
い
う
の
は
、
非
常
に

ユ
畠
ー
ク
な
価
値
を
持
つ
と
こ
ろ
な
の
ぞ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
一
二

〇
〇
米
以
下
に
は
、
彼
ら
の
文
化
の
発
達
を
ざ
ま
た
げ
る
何
か
の
悪

条
件
（
お
そ
ら
く
は
熱
帯
的
な
不
健
康
な
衛
生
条
件
）
が
あ
り
、
逆

に
一
九
〇
〇
米
以
上
で
は
、
彼
ら
は
米
作
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
暖
温
帯
に
、
も
し
も
米
作
の
発
達
を
大
規
模
に
促
進

し
う
る
よ
う
な
平
坦
地
が
あ
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
・
文
化
現
象
が

起
る
だ
ろ
う
か
。

　
ヒ
マ
ラ
ヤ
沿
い
に
、
私
は
少
く
と
も
二
つ
、
そ
の
よ
う
な
文
化
の

実
験
室
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
ア
ッ
サ
ム
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山

申
に
あ
る
ア
パ
タ
ニ
族
の
住
む
小
盆
地
と
、
前
記
の
ネ
パ
ー
ル
谷
と

で
あ
る
。

　
ア
パ
」
驚
倒
の
住
む
ス
バ
ン
シ
リ
河
流
域
と
い
う
の
は
、
世
界
屈
指

の
多
雨
と
、
う
つ
そ
う
た
る
密
林
、
そ
し
て
侵
蝕
さ
れ
て
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し

た
丘
陵
の
起
伏
す
る
世
界
で
あ
る
。
　
そ
こ
は
特
殊
な
骨
甑
ぴ
巴
鍵
＄

の
一
部
で
あ
り
、
未
だ
曾
っ
て
文
明
国
人
の
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
地

域
だ
つ
た
。
漸
く
一
九
四
四
i
四
五
年
に
、
イ
ン
ド
人
類
学
の
碩
学
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⑨

フ
ユ
と
フ
i
1
ー
ハ
イ
メ
ン
ド
ル
フ
教
授
に
よ
っ
て
初
め
て
探
検
さ
れ
、

ま
た
一
九
四
八
年
に
訪
れ
た
ウ
ル
ス
ラ
。
グ
ラ
ハ
ム
猛
バ
ウ
ワ
i
女

⑩史
が
一
書
を
も
の
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　
こ
の
地
域
で
は
、
主
と
し
て
グ
フ
ラ
族
と
ミ
リ
族
が
、
未
だ
に
未

開
民
族
そ
の
も
の
の
生
活
を
し
て
お
り
、
焼
畑
移
動
耕
作
で
シ
コ
ク

ピ
エ
そ
の
他
を
栽
培
す
る
に
す
ぎ
ず
、
通
貨
は
塩
や
布
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
一
種
の
小
牛
、
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
製
の
青
銅
ベ
ル
、
と
い
っ
た
竜

の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
織
布
を
知
ら
な
い
連
中
さ
え
い
る
の
で
あ

る
。
（
フ
ユ
ー
ラ
ー
ー
ハ
イ
メ
ン
母
ド
ル
フ
教
授
の
見
解
で
は
、
U
卸
切
9

族
と
蜜
一
口
族
と
は
同
一
民
族
の
由
。
）

　
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
と
あ
る
小
谷
の
源
頭
に
、
た
っ
た
二
〇
平
方

マ
イ
ル
ほ
ど
の
平
常
な
河
谷
底
を
持
つ
小
盆
地
が
ひ
と
つ
あ
る
。
盆

地
の
高
度
は
約
五
〇
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
（
つ
ま
り
約
一
五
〇
〇
米
）
で
、

典
型
的
な
暖
温
帯
の
河
谷
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
の
み
、
全
く
の

別
天
地
の
よ
う
に
、
よ
く
管
理
さ
れ
た
水
田
耕
地
と
、
そ
れ
を
と
り

巻
く
牧
場
や
森
林
が
あ
る
。
ア
パ
タ
ニ
族
と
い
う
の
は
、
全
く
こ
の

小
天
地
に
の
み
限
ら
れ
た
民
族
で
あ
る
が
、
そ
の
水
田
耕
作
の
高
い

生
産
力
の
た
め
に
、
全
人
q
は
約
二
万
人
。
フ
ユ
；
ラ
ー
ー
ハ
イ
メ

ン
ド
ル
フ
教
授
は
、
彼
ら
の
文
化
水
準
を
後
期
漸
石
器
時
代
と
み
る

が
、
そ
の
人
口
密
度
は
、
一
平
方
マ
イ
ル
当
り
約
一
〇
〇
〇
人
と
い

う
高
さ
で
あ
る
。

　
ア
パ
タ
一
一
の
詳
し
い
生
活
を
紹
介
す
る
の
は
今
の
目
的
ぞ
は
な
い
。

彼
ら
の
七
つ
の
村
落
は
、
幾
つ
か
の
外
婚
制
父
系
ク
ラ
ン
の
集
合
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
ク
ラ
ン
は
、
貴
族
階
級
と
平
民
階
級
に
わ
か
れ
、

平
民
階
級
の
ク
ラ
ン
に
も
整
然
た
る
序
列
が
あ
る
ら
し
い
。
各
ク
ラ

ン
の
家
々
は
、
ま
た
各
女
の
祭
儀
の
二
心
を
か
こ
ん
で
密
集
し
て
い

る
。
そ
の
他
に
家
内
奴
隷
と
い
う
竜
の
も
あ
る
。
組
織
化
さ
れ
た
宗

教
儀
礼
が
高
度
に
発
達
し
て
い
る
。
耕
地
は
私
有
制
が
発
達
し
、
そ

の
上
に
集
約
的
な
農
業
が
行
わ
れ
る
。
工
芸
は
周
辺
の
グ
フ
ラ
族
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
発
達
し
、
染
色
・
織
布
の
生
産
は
、
自

給
す
る
だ
け
ぞ
な
く
、
グ
フ
う
た
ち
へ
の
唯
一
の
供
給
源
を
な
し
て

い
る
。
　
鍛
冶
屋
の
生
産
物
も
図
抜
け
て
い
る
。
　
彼
ら
は
富
ん
で
い

る
。　

彼
ら
は
平
和
愛
好
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
商
業
的
関
係
に
お
い
て
、

周
囲
の
ダ
フ
う
た
ち
に
対
し
て
貸
し
方
に
立
つ
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
グ
フ
う
た
ち
の
社
会
組
織
は
、
と
て
も
ア
パ
タ
ニ
の
よ

う
な
手
の
こ
ん
だ
発
達
を
と
げ
て
い
な
い
。
長
大
な
掘
立
小
舎
の
ニ

　
　
　
　
　
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
　
フ
ァ
ミ
リ
さ

階
に
大
人
数
の
結
合
家
族
が
住
ま
っ
て
、
こ
れ
が
社
会
組
織
の
基
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本
単
位
を
な
し
て
い
る
ば
か
り
。
そ
ん
な
家
々
が
、
ば
ら
ば
ら
と
ゆ

る
や
か
に
幾
つ
か
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
。
彼
ら
の
物
質
文
化
は
貧
弱

ぞ
あ
る
。
　
彼
ら
は
戦
闘
的
で
、
　
お
互
い
に
襲
撃
し
掠
奪
し
合
っ
た

の
、
家
畜
を
盗
み
合
っ
た
り
す
る
。
特
に
ア
パ
タ
ニ
と
の
関
係
は
面

白
い
。
ア
パ
タ
ニ
の
村
落
附
近
に
コ
ッ
ソ
リ
忍
び
こ
ん
ぞ
牛
を
盗
む

の
は
ま
だ
し
も
、
人
間
を
掠
奪
し
て
人
質
と
し
て
つ
れ
て
ゆ
く
。
そ

こ
で
人
を
拉
致
さ
れ
た
家
族
の
看
は
（
そ
れ
は
決
し
て
村
落
全
体
の

問
題
と
な
ら
な
い
）
、
仲
介
者
を
立
て
、
掠
奪
者
の
家
族
に
申
し
入

れ
て
、
　
・
午
何
頭
、
　
チ
ベ
ッ
ト
手
鈴
岬
儲
口
諮
図
、
　
布
幾
反
と
い
・
り
条
件
ノ
し
身

受
け
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
話
合
い
が
っ
か
な

い
と
、
彼
は
奴
隷
に
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
。
こ
う
し
て
両
者
の
関
係

た
る
や
、
あ
た
か
も
商
業
に
よ
る
富
の
偏
在
を
掠
奪
に
よ
っ
て
是
正

し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
ネ
パ
ー
ル
谷
に
同
じ
ぐ
稲
作
文
化
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
の
は
ネ

ワ
ー
ル
族
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
谷
の
面
積
は
、
私
の
図
上
計
測
で
約

一
七
〇
平
方
マ
イ
ル
。
ア
パ
タ
ニ
谷
よ
り
ざ
っ
と
一
桁
…
大
き
い
面
積

で
あ
る
。
彼
ら
は
表
作
で
水
稲
を
作
る
ば
か
り
で
な
く
、
裏
作
に
コ

ム
ギ
・
オ
㌦
ワ
ム
ギ
、
あ
る
い
は
各
種
の
野
菜
を
亀
作
る
と
い
う
有
様

ぞ
あ
る
。
ネ
ワ
ー
ル
族
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
良
い
報
告
書
が
な

い
の
で
、
詳
し
い
全
貌
は
判
ら
な
い
。
が
、
こ
こ
で
は
更
に
多
く
の

階
級
組
織
の
分
化
が
み
ら
れ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
河
谷

の
人
々
が
次
第
に
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化
に
感
染
し
て
い
っ
た
と
き
、
こ
れ

ら
の
社
会
階
級
は
そ
の
ま
ま
、
カ
ー
ス
ト
の
単
位
と
見
緻
さ
れ
て
い

っ
た
よ
う
だ
か
ら
。

　
今
日
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
に
、
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
を
列

挙
し
て
竜
ら
う
と
、
彼
ら
は
ま
ず
ネ
パ
ー
ル
谷
と
そ
れ
以
外
の
地
域

と
に
大
別
す
る
。
そ
し
て
、
ネ
パ
ー
ル
谷
以
外
ぞ
は
、
一
民
族
が
す

な
わ
ち
一
力
i
ス
ト
と
見
微
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
ネ

パ
ー
ル
谷
の
カ
ー
ス
ト
の
み
は
、
実
は
ネ
ワ
ー
ル
族
と
い
う
一
民
族

の
申
の
、
十
幾
つ
に
も
分
れ
た
階
級
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
カ
ー
ス
ト

の
単
位
と
し
て
数
え
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
ネ
ワ
ー
ル
族
の
文
化
に
お
い
て
、
工
芸
の
発
達
が
著

し
か
っ
た
こ
と
、
組
織
的
な
商
業
が
発
達
し
た
こ
と
、
等
女
は
、
こ

れ
ま
た
ア
パ
タ
ニ
と
は
桁
ち
が
い
に
、
し
か
屯
ア
パ
タ
ニ
と
軌
を
一

に
し
た
傾
向
で
あ
っ
た
。
工
芸
の
発
達
の
う
ち
、
寺
院
建
築
及
び
仏

教
芸
術
の
そ
れ
は
特
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
工
芸
の
才
は
、
中
国
の

仏
教
芸
術
や
建
築
に
、
ひ
い
て
は
日
本
の
そ
れ
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
か
っ
た
と
思
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わ
れ
る
．
ネ
ワ
ー
ル
族
の
工
芸
技
術
者
は
、
そ
の
優
秀
な
特
技
の
ゆ

え
に
、
現
在
で
も
な
’
お
う
ソ
サ
。
シ
ガ
ツ
ェ
・
デ
ル
ゲ
そ
の
他
の
チ

ベ
ッ
ト
の
都
市
に
コ
良
酒
ー
を
作
っ
て
住
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
ま
た
商
業
の
面
で
活
躍
し
た
こ
と
は
、
現
在
に
は
じ
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
そ
・
も
そ
も
グ
ル
カ
王
朝
が
十
八
世
紀
後
半
に
ネ
ワ

ー
ル
族
の
マ
ラ
王
朝
を
倒
し
、
・
ネ
ワ
ー
ル
族
に
征
服
巻
と
し
て
君
臨

す
る
ま
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
通
貨
は
す
べ
て
マ
ラ
王
朝
の
鋳
貨
で
あ

っ
た
。
十
七
嵐
気
の
前
半
に
は
、
こ
の
ネ
ワ
ー
ル
王
朝
の
王
族
の
一

人
切
ぼ
彰
簿
ζ
p
。
蕾
が
、
大
商
人
の
一
人
と
し
て
ラ
ッ
サ
に
ま
で
勢

威
を
張
っ
た
く
ら
い
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
ネ
ワ
ー
ル
玉
朝
に

せ
よ
チ
ベ
ソ
ト
の
政
府
に
せ
よ
、
彼
ら
支
配
者
に
は
、
近
代
国
家
の

政
府
の
よ
う
な
領
土
国
家
の
意
識
や
国
民
意
識
が
稀
薄
だ
つ
た
の
で

あ
る
。

　
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
ネ
ワ
ー
ル
族
は
そ
も
そ
竜
の
郷
土
た
る

・
不
。
バ
ー
ル
谷
か
き
り
中
皿
ん
に
［
各
地
に
流
れ
出
し
つ
つ
あ
・
る
。
　
す
な
わ
ち

交
換
経
済
の
進
展
す
る
と
共
に
、
ま
す
ま
す
そ
の
工
芸
の
才
と
商
業

の
才
と
に
よ
っ
て
、
亜
熱
帯
の
谷
底
に
新
し
く
生
れ
つ
つ
あ
る
よ
う

な
多
く
の
バ
ザ
ー
ル
（
商
業
村
）
の
住
民
を
構
成
し
つ
つ
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
う
遠
く
な
い
日
に
、
ネ
ワ
ー
ル
族
は
、
こ
の

国
の
亜
熱
帯
地
域
に
、
職
人
酌
、
あ
る
い
は
商
人
的
カ
ー
ス
ト
と
し

て
格
付
け
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
ネ
ワ
！
ル
族
が
平
和
愛
好
の
民
族
だ
つ
た
こ
と
も
ま
た
ア
パ
タ
ニ

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
ネ
ワ
ー
ル
族
の
王
朝
は
、
何
世
紀
も
の
長

い
間
、
概
し
て
安
定
し
て
い
た
の
ぞ
あ
っ
た
。
宮
廷
政
治
の
血
な
ま

ぐ
さ
い
陰
謀
は
く
砂
か
え
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
王
朝
そ
の

も
の
を
ゆ
さ
ぶ
る
竜
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
マ
ラ
王
朝
が

倒
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
、
つ
ま
り
グ
ル
カ
の
町
か
ら
や

っ
て
き
た
の
で
あ
・
る
。
そ
し
て
グ
ル
が
王
朝
の
支
配
者
層
こ
そ
は
、

北
イ
ン
ド
の
ラ
ー
ジ
プ
ッ
ト
の
流
れ
を
汲
む
と
称
す
る
人
々
で
あ
っ

た
が
、
彼
ら
支
配
妻
に
い
わ
ば
筋
肉
の
力
強
さ
を
与
え
た
竜
の
は
、

グ
ル
ン
族
や
マ
ガ
ー
ル
族
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
点
じ
く
チ

ベ
ッ
ト
騒
ヒ
マ
ラ
ヤ
語
系
の
山
箭
民
族
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
へ
も

っ
と
質
実
剛
健
な
、
米
作
を
根
幹
と
し
な
い
、
畑
作
の
山
岳
畏
族
だ

つ
た
の
ぞ
あ
る
。
グ
フ
ラ
対
ア
パ
タ
ニ
の
更
に
大
規
模
な
ア
ナ
ロ
ジ

ー
を
、
グ
ル
ン
対
ネ
ワ
ー
ル
の
関
係
に
求
め
て
も
、
そ
れ
は
全
く
の

見
当
は
ず
れ
ぞ
は
あ
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
屯
、
民
族
移
動
を
通
じ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
各
地
に
割

拠
す
る
に
至
っ
た
幾
つ
か
の
民
族
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
お
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互
い
の
文
化
は
、
こ
と
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
は
お
互
い
に
非
常
に

近
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
同
一
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ

が
各
地
に
割
拠
し
た
後
に
は
、
お
互
い
に
そ
の
文
化
を
分
化
す
る
力

が
働
い
た
。
そ
れ
は
「
去
る
者
は
日
々
に
疎
し
」
と
い
う
隔
離
の
法

期
と
、
「
所
変
れ
ば
晶
変
る
」
と
い
う
異
っ
た
環
境
へ
の
適
応
の
法

則
と
で
あ
っ
た
。

　
私
は
す
で
に
、
暖
温
帯
の
水
田
耕
作
を
背
景
と
す
る
属
族
文
化
と
、

そ
う
で
な
い
民
族
文
化
と
の
著
る
し
い
相
違
を
例
示
し
た
。
そ
の
よ

う
な
適
応
的
分
化
の
例
は
、
他
に
も
二
・
三
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
重
要
な
の
は
、
グ
ル
ン
族
や
タ
マ
ン
族
そ
れ
ぞ
れ
の
分
化
現
象

ぞ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
主
指
寄
以
北
の
冷
涼
な
高
地
に
住

む
グ
ル
ン
族
は
、
土
地
の
人
に
よ
っ
て
「
ラ
マ
ー
グ
ル
ン
」
と
呼
ば

れ
、
同
じ
く
主
嶺
線
以
南
の
暑
い
地
方
に
住
む
グ
ル
ン
族
は
「
チ
ョ

ー
H
グ
ル
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
前
者
は
ラ
マ
教
徒
の
グ
ル
ン
族

を
意
味
し
、
後
者
は
菜
食
老
の
グ
ル
ン
族
を
意
味
す
る
。
こ
の
両
者

の
生
活
様
式
の
ち
が
い
は
、
こ
れ
で
竜
竜
と
は
ひ
と
つ
の
民
族
だ
つ

た
か
と
思
う
程
で
あ
る
。
ラ
マ
ー
ー
グ
ル
ン
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
と
い
う

の
他
な
い
ほ
ど
チ
ベ
ッ
ト
文
化
に
強
く
岡
化
さ
れ
て
お
り
、
チ
ョ
；

ー
グ
ル
ン
は
強
く
ネ
パ
ー
ル
の
ヒ
ン
ヅ
f
教
徒
の
文
化
に
染
ん
で
い

る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
文
化
接
触
の
結
果
に
は
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
服
は
寒
冷
地
に
向
い
て
お
り
、

・
不
パ
ー
ル
服
は
黒
御
獄
｛
地
一
に
向
い
て
い
一
ム
w
か
駈
り
、
　
そ
れ
は
同
時
に
風
選
画
心

的
分
化
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
ぞ
竜
あ
る
の
で
あ
る
。

　
グ
ル
ン
族
の
こ
の
二
分
化
は
、
チ
ベ
ッ
ト
文
化
や
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化

に
、
た
だ
訳
竜
な
く
同
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
「
よ

り
よ
き
適
応
」
と
い
う
根
拠
が
介
在
し
て
分
化
し
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
両
グ
ル
ン
の
中
合
帯
の
あ
た
り
ぞ
は
、
彼
ら
は
衣
服
に

し
て
も
ネ
パ
ー
ル
重
言
の
う
す
い
も
の
を
着
る
他
に
毛
織
の
毛
布
二

枚
を
頭
布
状
に
半
分
縫
い
あ
わ
せ
て
携
行
し
、
い
わ
ば
日
本
の
ア
ワ

セ
の
着
物
の
代
用
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
タ
マ
ン

櫨払

ﾉ
も
A
皿
く
㎜
圓
様
に
、
　
「
ラ
マ
翼
タ
マ
ン
」
と
ヒ
ン
ヅ
ー
風
タ
マ
ン

の
二
分
化
が
見
ら
れ
る
。
グ
ル
ン
族
の
二
分
地
帯
と
同
様
、
こ
の
両

町
の
二
分
さ
れ
る
高
度
も
ま
た
、
冷
涼
地
と
温
暖
地
と
を
分
つ
海
抜

約
二
〇
〇
〇
米
前
後
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
適
応
区
分
化
が
、

単
に
キ
モ
ノ
の
種
類
と
い
う
物
質
文
化
の
一
側
面
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、

竜
つ
ど
も
っ
と
文
化
の
深
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
追
々
ふ
れ

て
ゆ
き
た
い
。
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民
族
文
化
の
解
体
と
超
民
族
文
化
へ
の
再
編
成

　
さ
て
上
に
あ
げ
た
諸
畏
族
の
う
ち
、
密
林
と
多
雨
の
東
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
由
岳
地
帯
に
慨
然
の
防
壁
を
托
し
た
艮
族
文
化
は
、
ま
だ
し
ば
ら

く
は
生
き
永
ら
え
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
ミ
リ
族
や
ア
パ
タ
昌
族
の
文

化
が
そ
の
例
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
出
系
も
堕
す
る
に

従
っ
て
、
特
に
降
雨
量
を
漸
減
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、

山
岳
諸
民
族
の
文
化
は
、
も
は
や
孤
立
的
に
生
活
し
得
な
く
な
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
由
岳
地
帯
に
は
、
南
と
北
か
ら
、
よ
り
一
層
強
力
な
文

化
が
滲
透
し
て
き
て
、
山
暴
地
帯
の
民
族
文
化
を
変
容
し
、
問
化
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
強
力
な
順
化
と
は
、
イ
ン

ド
の
主
要
部
分
を
占
め
る
ヒ
ン
ヅ
i
文
化
と
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
母

体
を
置
く
チ
ベ
ッ
ト
文
化
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
つ
を
、
暫
定
的
に

超
民
族
文
化
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
明
ら
か
に
こ
の
両
者
は
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
民
族
文
化
と
は
飛
躍
的
に
次
元
を
異
に
し
た
巨
大
文
化
で
あ

っ
た
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
趨
畏
族
文
化
が
ど
う
し
て
生
成
し
て
き
た
か
は
、

一
応
問
わ
な
い
で
お
こ
う
。
だ
が
そ
れ
ら
の
超
民
族
交
化
は
、
ま
る

で
そ
れ
が
一
個
の
生
き
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
山
掻
民
族
の
文

化
を
春
み
こ
み
つ
つ
あ
る
。
ま
ず
ヒ
ン
ザ
i
文
化
の
同
化
作
用
を
す

こ
し
眺
め
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
こ
で
は
、
私
が
別
の
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
亜
熱
帯
地
域
に

お
い
て
ヒ
ン
ヅ
ー
化
が
早
く
進
行
し
て
い
る
。
特
に
交
換
経
済
の
発

達
と
共
に
、
海
抜
唄
二
〇
〇
米
以
下
の
谷
底
部
が
交
通
路
と
し
て
次

第
に
重
要
性
を
占
め
て
く
る
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
は
丘
の
上
に
陣
取

っ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
の
民
族
か
ら
、
谷
底
へ
溢
れ
出
し
て
く
る
人
た

ち
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
谷
底
の
街
道
沿
い
に
雨

後
の
タ
ケ
ノ
コ
の
よ
う
に
発
生
し
つ
つ
あ
る
小
さ
な
バ
ザ
ー
ル
の
村
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村
に
住
み
つ
い
て
、
そ
こ
に
諸
民
族
混
住
の
ル
ツ
ボ
を
作
り
つ
つ
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
混
住
化
の
申
に
、
諸
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ

カ
ー
ス
ト
社
会
の
一
員
と
し
て
柊
づ
け
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
集
落
の
多
く
は
ヒ
ン
ヅ
i
教
の
飼
を
中
心
に
核
部
を
形
成
し
、

中
核
集
落
以
外
に
疎
村
的
に
幾
つ
か
の
家
女
が
更
に
外
側
に
散
在
す

る
よ
う
に
な
る
。
文
化
接
触
の
現
象
は
、
独
自
の
環
境
的
構
造
を
フ

ィ
ル
タ
ー
と
し
て
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
わ
け
も
な
く

擾
触
が
起
る
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
何
故
そ
の
よ
う
な
民
族
混
住
が
カ
ー
ス
ト
制
社

会
の
秩
序
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
は
ち
よ
つ
と
手

も
つ
き
か
ね
る
難
問
だ
か
ら
、
　
一
応
保
留
し
よ
う
。

　
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
民
族
文
化
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
は
、
次

の
点
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
民
族
文
化
は
、
必
ら
ず
し

も
常
に
受
動
的
に
、
あ
る
い
は
一
方
的
に
、
趨
民
族
文
化
に
同
化
さ

れ
る
ば
か
り
ぞ
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
個
次

の
幾
族
文
化
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
使
命
を
果
し
て
発
展
的
解
消
を
と

げ
る
か
に
み
え
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
前
記
ネ
ワ
ー
ル
族
で
あ

る
。
ネ
ワ
ー
ル
族
の
工
芸
の
才
は
、
そ
の
稲
作
文
化
た
る
土
台
か
ら

築
か
れ
た
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
才
能
が
輝
き
を
放
つ
の
は
、
他
罠

族
と
比
べ
る
時
に
い
よ
い
よ
著
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ネ
ワ
ー
ル

族
は
、
そ
の
生
態
学
的
な
機
能
的
空
聞
巳
。
ぴ
Φ
を
開
拓
し
て
、
郷
土

か
ら
流
出
し
て
ゆ
く
。
流
出
量
は
、
交
通
と
交
換
経
済
の
発
達
す
る

ほ
ど
、
ま
す
ま
す
多
量
と
な
る
。
そ
し
て
流
出
し
て
異
民
族
の
中
に

写
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
職
能
的
に
特
殊
化
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
彼

ら
は
ネ
パ
ー
ル
谷
の
外
部
で
、
ひ
と
つ
の
カ
ー
ス
ト
と
し
て
固
定
化

し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
，

　
同
…
様
に
し
て
、
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
と
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
両
山
の
闇
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
大
畑
谷
に
す
む
タ
カ
リ
ー
族
は
、
も
と
も
と
チ
ベ
ッ
ト
と
ネ
パ

ー
ル
・
イ
ン
ド
間
の
通
商
の
関
門
を
占
め
て
い
る
斑
族
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
位
置
の
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
遠
距
離
商
業
に
長
け
た
民
族
と

な
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
そ
の
商
才
、
特
に
卸
売
り
商
人
的
な
才
能

の
故
に
、
通
商
路
に
沿
っ
て
黒
々
と
コ
ロ
一
一
一
を
ひ
ろ
げ
た
。
そ
し

て
彼
ら
の
そ
の
才
能
は
ネ
パ
ー
ル
で
は
比
べ
ら
れ
る
民
族
が
殆
ん
ど

な
か
っ
た
の
で
、
首
府
の
カ
ト
マ
ン
ヅ
や
ラ
ッ
サ
に
も
店
を
ひ
ろ
げ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ン
ド
の
マ
ル
ワ
リ
族
に
屯
比
べ

る
べ
き
彼
ら
は
、
そ
の
才
能
の
ゆ
え
に
、
郷
土
か
ら
は
み
出
し
て
撒

布
し
、
異
民
族
と
混
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ぞ
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
た
と
え
ば
鍛
冶
屋
の
カ
ー
ス
ト
た
る
カ
…

49　（489）



ミ
に
つ
い
て
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
も
と
も
と
ダ
ウ
ラ

ギ
リ
峯
南
方
あ
た
り
に
藥
団
を
作
っ
て
い
た
少
数
罠
族
だ
つ
た
可
能

性
竜
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
亜
熱
帯
や
暖
温
帯
、
不
パ
ー

ル
の
他
民
族
は
、
窃
民
族
内
に
鍛
冶
屋
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ

　
　
　
　
　
⑫

夢
、
ラ
ン
ド
ン
は
少
な
く
屯
マ
ガ
f
ル
族
に
お
い
て
そ
う
だ
っ
た
と

の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
在
ぞ
は
殆
ん
ど
の
民
族
が
鍛
冶
麗
の
仕
事
を
、
カ
ー

ミ
や
、
あ
る
い
は
ネ
ワ
ー
ル
族
の
鍛
冶
屋
カ
ー
ス
ト
に
依
存
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
ぞ
あ
る
。

　
グ
ル
カ
王
朝
の
登
場
と
共
に
、
そ
の
支
柱
と
な
っ
て
グ
ル
官
兵
を

構
成
し
た
グ
ル
ン
族
・
マ
ガ
ー
ル
族
・
ト
ゥ
ル
ン
族
な
ど
も
、
そ
の

兵
士
向
き
の
能
力
の
故
に
、
従
来
よ
り
も
一
そ
う
各
地
に
撒
布
さ
れ

る
結
果
を
生
ん
ぞ
い
る
か
に
み
え
る
。

　
実
に
グ
ル
カ
王
朝
の
登
場
は
、
単
に
マ
ラ
王
朝
と
の
交
替
を
意
映
㎝

す
る
だ
け
で
な
く
、
民
族
文
化
の
時
代
に
終
止
符
を
打
つ
た
一
大
転

機
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ま
で
の
ネ
パ
；
ル
は
い
わ
ば

ネ
パ
ー
ル
谷
の
ネ
パ
ー
ル
ぞ
あ
り
、
そ
こ
か
ら
漠
然
た
る
宗
主
権
が

幾
十
と
い
う
諸
小
公
国
に
及
ん
で
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
王
朝
の
果
し
た
役
割
は
、
単
に
軍
国
主
義
的
な
ネ
パ
ー
ル
王
国

と
い
う
一
領
土
国
家
を
建
設
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
転
機
に
ネ
パ
ー
ル
に
超
留
筆
文
化
の
時
代
を
促
進
し
た
と
こ

ろ
に
屯
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
よ
リ
ヒ
ン
ヅ
；

文
化
に
好
意
的
ぞ
あ
っ
た
こ
の
王
朝
の
登
場
と
共
に
、
従
来
ネ
パ
ー

ル
内
に
お
い
て
あ
る
程
度
超
民
族
的
文
化
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
ネ

ワ
ー
ル
族
の
民
族
文
化
は
後
退
し
、
ネ
パ
ー
ル
谷
は
噛
す
ま
す
ヒ
ン

ヅ
ー
化
の
方
に
傾
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
同
様
に
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
以
北
か
ら
は
、
チ
ベ
ッ
ト
文
化
が
民
族
文

化
を
溶
か
し
こ
ん
で
ゆ
く
過
程
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
詳
し
く

は
省
い
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ネ
パ
…
ル
は
、
民
族
文
化
の

段
階
を
漸
く
に
し
て
脱
し
、
こ
こ
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
中
腹
の
温
帯
山
岳

地
を
拠
点
と
し
た
、
ひ
と
つ
の
小
さ
な
超
民
族
文
化
を
形
成
し
よ
う

と
し
た
節
が
な
く
も
な
い
。
そ
の
最
有
力
の
核
は
ネ
ワ
ー
ル
族
の
築

い
た
早
熟
な
文
化
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
西
ネ
パ
ー
ル
の
ジ
ュ
ム
ラ

を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
小
規
模
な
温
帯
文
化
が
確
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
け
た
の
か
直
し
れ
な
い
。
ト
ゥ
ッ
チ
イ
教
授
の
最
近
の
報
告
が
そ

れ
を
示
唆
す
る
。
　
し
か
も
歴
史
の
神
は
、
　
そ
の
よ
う
に
中
途
半
端

な
規
模
の
超
民
族
文
化
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
く
れ
な
か
っ

た
。
ネ
パ
…
ル
は
そ
の
文
化
の
上
で
、
ま
す
ま
す
ヒ
ン
ヅ
ー
風
と
チ
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ベ
ッ
ト
風
の
両
者
に
、
真
つ
二
つ
に
ひ
び
わ
れ
て
き
つ
つ
あ
る
。
漸

黒
帯
は
ま
す
ま
す
稀
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

註
＠
　
酎
川
寛
開
田
二
郎
（
一
九
五
五
）
　
「
ネ
パ
…
ル
に
お
け
る
民
晶
族
地
理
学
的
郵
繭

　
観
察
－
第
…
報
」
、
民
族
学
研
究
、
第
　
九
巻
第
駕
万
、
　
「
…
五
七
頁
。

　
同
　

（
一
九
五
六
）
　
「
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
民
族
地
理
学
二
一
観
察
…
第

　
二
報
」
、
民
族
学
研
究
、
　
第
「
九
巻
第
三
f
四
合
併
号
、
三
羅
i
～
三
四

　
頁
。

　
岡
　
　
（
」
九
五
五
）
　
「
ネ
パ
…
ル
ー
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
ー
そ
の
文
化
の
地
理

　
轡
†
…
」
、
　
人
ハ
詐
入
研
鳴
九
、
　
第
論
ハ
巻
第
一
一
一
口
万
、
　
一
八
i
ご
ご
一
貰
。

⑫
℃
・
い
9
。
路
幽
。
三
二
．
ミ
’

⑬
　
○
貯
の
憩
心
①
8
§
9
（
一
繍
①
）
”
雲
量
翫
ミ
§
ミ
鴇
沁
§
ミ
、
縣
§
曾
ミ
。
の
？

　
暗
ミ
鷺
偽
鵜
執
特
ミ
隷
ざ
蕊
§
　
寒
》
ミ
●
　
（
の
①
ユ
Φ
○
猷
Φ
9
鉱
①
沁
O
導
9
×
》

　
竃
㌶
興
㌶
♂
団
O
邑
誓
Φ
　
ω
ε
α
唄
O
団
Z
①
℃
巴
①
ω
Φ
　
餌
δ
ε
琶
隣
偶
旨
q
O
藻
亨

　
β
融
①
ン
一
）三

　
文
化
構
造
と
文
化
型

　
文
化
と
い
う
も
の
は
、
せ
い
ぜ
い
人
闘
祉
会
が
生
き
て
ゆ
く
た
め

・
の
装
置
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
常
に
変
る
も
の
だ
し
、
弾
力

性
に
富
ん
だ
亀
の
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、
動
き
の
と
れ
な

い
ほ
ど
細
部
構
造
ま
で
固
定
し
た
機
械
で
は
な
い
。
そ
れ
に
屯
拘
わ

ら
ず
、
そ
れ
は
機
械
の
部
分
贔
の
よ
う
な
文
化
要
素
の
単
な
る
う
ず

高
い
ハ
キ
グ
メ
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
、
あ
る
種
の
組

み
立
て
方
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
近
の
人
類
学
者
た
ち

は
か
〈
化
構
造
。
巳
貯
触
Φ
ω
丸
環
。
貯
目
Φ
と
い
う
言
葉
で
呼
び
だ
し
て
い

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
文
地
理
学
者
た
ち
が
「
生
活
様
式
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
、
常
に
求
め
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

．
そ
こ
で
今
ま
で
乱
発
し
て
使
っ
て
き
た
「
交
化
」
を
、
も
う
一
度

そ
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
果
し
て
個
々
の
罠
族
文
化
や
超
民
族
文
化
は
、
一
個
の
文
化
構

造
を
持
つ
た
単
位
と
し
て
取
り
出
し
得
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　
文
化
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
な
難
事
業
で

あ
る
。
け
れ
ど
、
難
事
業
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
一

歩
の
前
進
に
も
な
ら
な
い
か
ら
、
私
は
チ
ベ
ッ
ト
文
化
に
つ
い
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
文
化
構
造
を
論
じ
、
一
枚
の
図
解
に
し
て
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
重
複
し
て
詳
論
す
る
こ
と
は
避
け
た

い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
融
化
接
触
、
及
び
そ
の
結
果
に
よ
る
文
化
の

変
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
見
を
の
べ
て
お
き
た
い
。

　
私
は
文
化
の
変
化
に
つ
い
て
、
四
通
り
の
場
合
を
区
別
す
る
必
要

を
感
ず
る
。
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e
　
熔
化
の
精
巧
化
①
㌶
び
。
量
誠
。
挿
こ
れ
は
文
化
構
造
が
主
な

部
分
で
変
ら
な
い
ま
ま
で
、
ま
す
ま
す
多
彩
に
精
緻
を
極
め
て
ゆ
く

現
象
。
ま
た
主
と
し
て
熟
練
化
の
結
果
生
れ
る
現
象
を
指
す
。
芸
術

が
多
彩
に
発
展
し
た
り
、
器
具
が
多
様
に
で
き
た
り
、
礼
儀
作
法
や

言
葉
づ
か
い
が
こ
み
入
っ
て
く
る
よ
う
な
変
化
で
あ
る
。
自
動
車
に

何
年
型
シ
ボ
レ
ー
な
ど
の
生
ず
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

　
⇔
　
癌
化
の
豊
富
化
①
厳
凶
。
げ
8
⑦
糞
こ
れ
は
、
主
と
し
て
社
会

酌
生
産
力
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
な
変
化
ぞ
、
た
と
え
ば
マ
ソ
チ
・
印

刷
術
の
導
入
、
飛
行
機
の
発
明
の
ご
と
き
。
主
と
し
て
発
明
発
見
的

な
方
向
へ
の
変
化
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
自
動
車
に
各

種
各
様
、
機
能
に
応
じ
て
分
化
が
生
ず
る
よ
う
な
場
合
の
ご
と
き
は
、

精
巧
化
と
豊
幻
化
が
同
時
に
起
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
規

格
版
の
工
場
製
晶
の
た
め
、
手
工
業
の
多
彩
な
製
贔
が
消
滅
す
る
が

如
き
場
合
に
は
、
豊
富
化
は
前
進
し
て
も
精
巧
化
は
後
退
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
熱
練
酒
へ
の
努
力
と
、
発
明
化
へ
の
努
力
は
、

時
に
衝
突
す
る
の
で
あ
る
℃

　
⇔
　
文
化
の
解
体
象
ω
o
茜
き
冒
葺
δ
降
　
こ
れ
は
文
化
構
造
露
体

が
根
本
か
ら
解
体
す
る
現
象
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
溶
化
の
洗
礼
に
よ
っ
て

朱
開
罠
族
の
文
化
が
変
る
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
こ
ま
で
ゆ
く
か

屯
し
れ
な
い
。
ま
た
ア
パ
タ
日
暮
や
ネ
ワ
；
ル
族
が
稲
作
交
化
に
移

っ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
に
近
い
こ
と
が
起
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
画
　
文
化
の
再
編
成
統
①
o
聴
σ
q
島
ユ
法
鑓
識
。
ロ
こ
れ
は
解
体
し
た
文
化

構
造
が
、
別
事
の
組
み
立
て
を
激
っ
て
発
足
す
る
過
程
。
民
族
文
化

が
超
畏
族
交
響
に
移
行
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
解
体
と
再
編
成
が

同
時
に
進
行
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
新
大
陸
に
、
い
ろ
い
ろ
異
っ
た
出

身
地
の
文
化
を
身
に
つ
け
た
人
六
が
渡
っ
て
、
そ
こ
で
そ
の
い
ず
れ

で
も
な
い
文
化
を
組
み
立
て
て
ゆ
く
ご
と
き
。

　
そ
こ
で
文
化
接
触
に
よ
る
変
化
を
云
澄
す
る
と
き
、
そ
の
変
化
は

上
述
の
ど
れ
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

変
化
が
豊
富
化
に
と
ど
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
解
体
を
ま
で
意
味
す

る
の
か
、
と
い
っ
た
風
に
。
だ
が
そ
れ
を
見
き
わ
め
る
た
め
に
も
、

や
は
り
各
々
の
文
化
構
造
と
い
う
も
の
が
、
ま
ず
以
て
あ
る
程
度
判

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
私
は
チ
ベ
ッ
ト
文
化
を
申
心
に
お
い
て
、
そ
れ
と
漢
文
化

並
び
に
ヒ
ン
ヅ
～
文
化
が
、
撫
旧
造
の
上
に
お
い
て
最
も
根
本
的
に
ど

う
ち
が
っ
て
い
る
の
か
を
の
べ
た
い
。
こ
の
三
つ
は
、
東
亜
に
お
け

る
最
重
要
な
三
つ
の
超
民
族
文
化
の
実
例
で
あ
る
。
但
し
比
較
の
根

拠
と
し
て
は
、
主
と
し
て
こ
の
三
文
化
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
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の
実
態
調
査
報
告
を
資
料
と
し
て
使
っ
た
。
こ
れ
は
比
較
し
得
る
よ

　
　
う
な
資
料
の
性
質
を
揃
え
る
た
め
で
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
人
村
落
に

　
　
面
記
し
て
は
私
感
身
の
調
査
資
料
が
唯
一
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
お

　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
断
り
し
て
お
く
。

　
　
　
結
論
か
ら
の
説
明
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
ま
ず
チ
ベ
ッ
ト
文
化
と
漢

　
　
す
（
化
の
岐
れ
路
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
・
叉
化
が
壮
者

　
　
奪
重
の
文
化
で
あ
り
個
入
主
義
の
文
化
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
漢
文

　
　
化
は
老
人
を
高
く
評
価
し
、
ま
た
家
族
主
義
の
文
化
で
あ
り
、
か
つ

酌
　
掴
人
間
の
祉
会
的
接
触
を
重
要
視
す
る
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

儲
・
の
意
味
ノ
・
、
・
の
要
化
は
、
い
わ
ば
発
達
の
高
を
異
に
し
た

触
　
丈
化
で
あ
り
、
文
化
構
造
の
デ
ザ
イ
ン
を
異
に
し
た
文
化
で
あ
る
。

繊
こ
の
こ
と
を
麦
化
早
言
H
竃
Φ
蔓
廿
①
糞
に
し
斐
化
と
廻

文
　
　
　
　
　
　
⑭

る
　
ん
で
お
こ
う
。

鞠
ミ
・
の
豪
二
文
化
の
葉
霧
麗
は
ぎ
か
星
じ
た

回　
　
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
土
地
へ
の
適
応
の
結
果
生
じ
た
と
い
う
の
が

ジ駅
私
党
蟹
・
あ
・
。
．
す
な
わ
ち
チ
ベ
。
ト
高
原
の
・
ゴ
な
土
聾
、
生

即
き
ぬ
く
た
め
に
は
、
讐
は
婆
田
舞
霧
・
農
地
利
用
震
う

列
、
必
要
が
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
経
済
的
適
応
の
必
要
上
、
彼
ら
に
は
一

マ
ヒ
　
連
の
労
働
生
活
の
特
色
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
労
働
の
在
り
方
は
、
下
汐
尊
重
の
風
と
個
人
主
義
的
規
範
を
要
求

し
、
か
つ
そ
れ
を
培
い
も
し
た
の
で
あ
る
。
個
人
主
義
的
規
範
は
、

こ
れ
を
社
会
的
生
産
力
の
向
上
に
資
す
る
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
、

個
人
欄
人
の
能
力
を
抜
擢
す
る
装
置
た
痘
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
彼
ら
の
文
化
が
、
近
代
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
億

人
の
力
量
抜
擢
主
義
へ
通
じ
て
ゆ
く
、
非
常
に
重
要
な
鍵
が
ひ
そ
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
農
耕
文
化
の
色
彩
を
多
分
に
保
ち
、
大
き
な
集
落
を

な
し
て
生
活
を
す
る
必
要
の
あ
っ
た
漢
畿
族
の
生
活
で
は
、
事
情
は
・

す
っ
か
り
ち
が
っ
て
き
た
。
激
し
い
肉
体
労
働
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

チ
ベ
ソ
ト
入
の
世
界
に
比
べ
、
塾
小
人
の
間
で
は
肉
体
労
働
は
よ
り
持

久
的
な
性
絡
と
な
り
、
経
験
の
蓄
積
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
’
か
つ

大
き
な
社
会
集
麟
の
持
続
的
な
協
調
が
要
求
さ
れ
る
た
め
に
、
対
人

、
関
係
に
お
け
る
洗
練
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
点

か
ら
、
個
癖
の
一
生
に
お
け
る
最
も
有
能
な
時
期
と
い
う
の
は
、
経

験
と
洗
練
を
経
た
円
熟
境
地
の
時
期
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
い

き
お
い
、
そ
の
文
化
は
老
人
を
尊
重
す
る
方
に
傾
い
て
く
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
族
的
協
力
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
漢
人
の
社
会

で
は
、
そ
の
必
要
が
一
”
て
う
高
か
っ
た
し
、
ま
た
一
そ
う
そ
れ
に
適
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し
て
い
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
の
に
、
家
長
が
老
年
期
に
お
い
て
能
力

を
高
め
る
結
果
、
彼
の
衰
え
る
頃
に
は
彼
の
息
子
は
次
の
家
長
を
つ

と
め
得
る
程
に
一
人
前
に
な
っ
て
い
る
確
率
が
高
く
な
る
。
そ
こ
で

家
長
権
の
リ
レ
ー
は
、
親
父
か
め
息
子
へ
と
、
世
代
を
飛
躍
し
つ
つ

安
全
に
行
い
得
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
な
お
彼
ら
は
家
長
権
の

リ
レ
ー
に
不
安
を
覚
え
る
の
で
、
自
分
の
息
子
た
ち
を
な
る
べ
く
早

く
一
人
前
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
漢
文
化
の
一
つ
の
特
色

一
子
供
を
な
る
べ
く
早
く
オ
ト
ナ
の
世
界
に
ひ
き
入
れ
よ
う
と
し

て
、
ま
せ
く
さ
り
に
す
る
傾
向
－
一
が
生
ず
る
の
ぞ
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
世
代
闘
の
断
絶
の
上
に
立
つ
た
世
代
問
の
タ
テ
の
協

力
関
係
が
生
じ
、
ま
た
そ
う
い
っ
た
世
代
の
積
み
重
ね
意
識
が
一
種

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
組
み
立
て
に
作
り
固
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
彼
ら

に
お
け
る
孝
の
倫
理
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
倫
理
を
セ
メ
ン
ト
と
し
た

家
族
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ヨ
コ
の
闘
係
に
も
投
影
さ
れ

て
、
宗
族
的
な
協
力
関
係
を
形
造
る
。

　
し
か
る
に
チ
ベ
ッ
ト
入
の
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
世
代
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
の
観
念
が
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
年
令
傾
斜
の
序
列
と
い
う
観

念
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
子
や
叔
父
甥
が
一
妻
を

、
共
有
し
た
砂
、
億
方
の
叔
母
と
結
婚
で
き
る
と
い
う
彼
ら
の
婚
姻
調

度
の
中
に
は
、
最
屯
は
つ
き
り
、
世
代
意
識
に
対
す
る
否
定
酌
な
姿

が
憩
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
ゆ
え
に
彼
ら
が
世
代
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

の
観
念
を
捨
て
て
、
年
令
序
列
の
観
念
を
と
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
は
既
に
の
べ
た
壮
者
尊
重
と
個
人
主
義
の
原
則
か
ら
発
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
論
ず
る
餓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

地
が
な
い
の
ぞ
、
私
の
既
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
次
に
チ
ベ
ッ
ト
文
化
と
ヒ
ン
ヅ
…
文
化
の
型
の
相
違
を
問
題
に
し

よ
う
。
最
竜
重
要
な
相
違
は
、
チ
ベ
ッ
ト
文
化
は
肉
体
的
能
力
と
精

神
的
能
力
を
区
別
せ
ず
、
渾
然
一
体
の
綜
合
的
力
最
を
個
人
の
中
に

認
め
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化
は
こ
め
両

者
を
極
端
に
分
け
、
か
つ
そ
れ
を
個
人
か
ら
切
り
離
し
て
、
上
級
の

カ
ー
ス
ト
と
下
級
の
カ
ー
ス
ト
と
に
分
け
与
え
た
点
に
あ
る
。
ヒ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

ヅ
ー
教
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
た
と
え
－
i
…
ブ
ラ
ー
マ
ン
は
頭
で
あ
り
、

ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
は
手
ぞ
あ
り
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
は
胃
袋
で
あ
り
、
ス
ー

ド
ラ
は
足
で
あ
る
と
い
う
表
現
1
一
こ
そ
は
、
こ
の
理
想
を
最
も
は

っ
き
り
う
た
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
位
に
置
か
れ
る
能
力

は
精
神
的
・
な
も
の
で
あ
り
、
下
位
に
置
か
れ
る
・
も
の
ほ
ど
精
神
性
の

欠
け
た
肉
体
的
能
力
な
の
で
あ
る
。
能
力
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
解
し
て

評
価
さ
れ
る
。
分
解
し
た
能
力
の
部
晶
の
組
み
立
て
の
上
に
の
み
、
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ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
は
そ
の
生
産
力
を
発
揮
す
る
。

そ
れ
で
は
何
ゆ
え
、
こ
の
両
文
化
は
こ
の
点
で
対
極
的
な
発
展
を
と

げ
た
の
か
。
チ
ベ
ッ
ト
文
化
が
「
綜
合
的
力
量
」
を
個
人
の
中
に
見

よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
彼
ら
の
個
人
主
義
の
帰
結
と
し
て
あ

る
程
度
理
解
し
得
よ
う
。
彼
ら
は
霊
肉
合
致
の
理
想
を
徽
…
野
仏
に
み

い
だ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
し
、
高
僧
の
屍
体
の
み
を
ミ
イ

ラ
と
し
て
保
存
す
る
と
こ
ろ
に
も
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

個
人
の
能
力
の
無
限
の
高
ま
り
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
彼
ら
に
お
け

る
超
人
へ
の
憧
れ
も
宿
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
屯
し
屯
チ
ベ

ッ
ト
入
た
ち
に
ニ
イ
チ
ェ
の
「
ッ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
を
読
ま
せ
た

な
ら
、
共
鳴
者
が
続
出
す
る
と
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
問
じ
く
農
耕
文
化
の
民
で
あ
り
な
が
ら
、
何
ゆ

え
ヒ
ン
ヅ
ー
文
化
が
漢
文
化
と
は
全
く
ち
が
っ
た
方
向
に
発
展
し
た

の
か
、
私
に
は
全
く
判
ら
な
い
。
た
だ
ひ
と
つ
、
こ
う
い
う
点
に
は

注
意
し
た
い
。
　
彼
ら
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
間
の
隔
離
と
、
　
そ
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
に
は
、
清
潔
感
の
原
理
と
も
い
う
べ
き
竜
の
が
病
的
な

ま
で
に
現
わ
れ
て
い
る
。
精
神
的
な
も
の
ほ
ど
漕
…
潔
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
そ
れ
だ
け
非
肉
体
的
で
、
腐
敗
す
る
ζ
と
が
な
い
か
ら
だ
。

そ
れ
を
代
表
す
る
カ
ー
ス
ト
ほ
ど
清
潔
な
、
上
級
の
カ
ー
ス
ト
で
あ

る
。
、　

ヒ
ン
ヅ
i
教
徒
た
ち
の
住
む
亜
熱
帯
の
ネ
パ
ー
ル
で
、
私
は
流
れ

る
水
が
尊
重
さ
れ
る
の
を
み
た
。
　
泉
や
川
の
神
聖
さ
が
そ
れ
で
あ

る
。
村
落
に
は
井
戸
と
い
う
も
の
が
な
く
、
丘
の
上
の
村
ま
で
、
ど

こ
か
ら
か
泉
場
へ
引
き
饗
し
て
い
る
。
停
滞
す
る
水
は
不
潔
で
あ
り
、

悪
疫
の
源
に
な
る
と
で
も
い
う
の
ぞ
あ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ー
マ
ン
の
百

姓
家
は
、
貧
乏
人
の
家
で
す
ら
非
常
に
清
潔
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
酒

を
飲
ま
ず
菜
食
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
肉
と
い
う
も
の
は
腐
敗
し
や

す
い
た
め
に
不
潔
だ
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
百
姓
家
に

は
蜜
蜂
が
よ
く
飼
っ
て
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
蜂
蜜
と
い
う
も
の
は
花

の
蜜
で
あ
っ
て
、
何
ら
機
ら
わ
し
い
動
物
性
の
も
の
を
含
ん
で
い
な

い
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
・
そ
こ
で
私
は
思
う
。
ヒ
ン
ヅ
；
文
化
の
よ
う
な
文
化
型
が
発
展
す

る
ひ
と
つ
の
（
そ
れ
は
決
し
て
充
分
条
件
で
は
あ
る
ま
い
が
）
条
件

は
、
案
外
簡
単
な
手
近
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
イ
ン
ド
の
よ
う
な
半
湿
潤
熱
帯
に
お
け
る
衛
生
約
悪
条
件

一
特
に
悪
疫
の
流
行
一
に
対
す
る
、
こ
れ
も
ま
た
適
応
的
な
文

化
の
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
や
カ
ー
ス
ト
の
生

活
様
式
は
、
お
互
い
に
異
っ
て
い
て
竜
、
そ
れ
ぞ
れ
に
衛
生
的
見
地
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か
ら
首
尾
一
貫
し
た
対
策
を
持
っ
て
い
る
と
せ
よ
、
こ
う
い
っ
た
民

族
や
カ
…
ス
｝
が
お
互
い
に
接
触
し
た
場
合
、
も
し
も
生
活
様
式
の

上
ぞ
A
ぞ
竜
な
く
B
ぞ
も
な
く
、
粛
々
一
貫
性
が
失
わ
れ
た
揚
合
、

こ
こ
に
衛
…
生
上
の
危
険
が
発
生
し
な
い
と
は
保
証
で
き
な
い
で
は
な

い
か
。

　
こ
う
し
て
、
文
化
型
を
異
に
し
て
発
展
し
た
チ
ベ
ッ
ト
文
化
・
ヒ

ン
ヅ
ー
文
化
・
漢
文
三
三
憲
の
間
で
は
、
文
化
接
触
は
決
し
て
一
方

が
他
方
を
解
体
す
る
と
い
う
形
で
は
起
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
闇
で
起

つ
た
の
は
、
主
に
文
化
要
素
の
借
用
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
お
互

い
の
文
化
の
豊
富
化
で
あ
り
、
時
に
精
巧
化
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
は
ぜ
め
に
は
畏
族
文
化
を
幾
つ
か
解
体
し
融
卜
し
て
お
ぼ
ろ
げ

に
で
き
上
っ
て
い
っ
た
こ
れ
ら
の
超
民
族
文
化
は
、
そ
う
い
っ
た
豊

富
化
や
精
巧
化
に
よ
っ
て
、
お
互
い
に
垣
を
撒
廃
す
る
ど
こ
ろ
か
、

ま
す
ま
す
自
ら
の
文
化
型
を
鮮
明
に
浮
き
立
た
せ
て
成
熟
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
文
化
領
域
と
い
う
見
地
か
ら
み
る
と
、
お
互

い
の
問
の
漸
房
房
は
ま
す
ま
す
薄
れ
て
一
本
の
線
に
近
づ
い
て
い
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
境
界
線
は
、
わ
ず
か
に
一
進
一
退
を
く
り
か
え
す

の
み
で
、
大
局
的
に
は
大
し
て
変
動
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ

か
と
い
う
に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
文
化
は
、
い
わ
ば
生
態
学
酌
に
間

位
Φ
盤
ぎ
響
け
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
し
っ
か
り
と
特
定

の
大
地
の
上
か
ら
生
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
根
深
い

存
在
理
由
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

註
⑭
噛
・
渓
9
芝
器
謬
餌
（
お
鵯
）
、
．
蝉
騨
昌
？
0
8
ぴ
Q
量
℃
謀
。
巴
○
げ
ω
①
目
無
ざ
窃
、

　
o
β
藻
①
鷹
Φ
冨
一
謀
ヨ
巴
曙
ρ
、
、
堕
巴
●
げ
嘱
甲
乙
富
量
”
謹
魯
貯
恥
ミ

　
ξ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
鼻
署
●
窄
ω
①
卜
。
の

　
蟻
喜
田
二
郎
．
（
一
九
五
七
）
門
農
耕
チ
ベ
ヅ
ト
人
の
文
化
構
造
し
、
疑
族
学

　
研
究
、
第
一
二
巻
第
7
上
｝
号
、
七
三
…
七
九
翼
。

　
問
（
一
九
五
六
）
　
「
文
化
の
地
理
学
…
も
し
く
は
文
化
の
生
態
学
i
チ

　
ベ
ッ
ト
文
化
の
場
合
…
」
、
　
人
文
研
究
繁
七
巻
、
第
九
号
、
五
四
t
六

　
九
頁
。

⑮
　
ヒ
ソ
ヅ
ー
文
化
に
関
し
て
は
次
の
堂
口
を
参
考
に
し
た
。

　
認
。
賦
琶
竃
9
。
擁
ユ
。
欝
巴
・
σ
同
（
一
㊤
q
㎝
）
”
ミ
趣
轟
鳴
腎
ミ
痛
（
》
ヨ
①
瓜
。
磐

　
》
暮
冨
。
”
o
ざ
σ
q
諺
r
　
O
o
巳
℃
9
。
錯
江
く
①
ω
貯
蝕
①
ω
o
暁
○
巳
ε
器
ω
曽
づ
α
O
㍗

　
＜
鶏
諺
賦
。
謬
”
窯
9
①
。
）
い
ω
●
○
や
9
㊧
o
（
お
綴
）
”
奪
ミ
§
ミ
N
N
轟
鳴
・

　
漢
文
化
に
関
し
て
は
次
の
遵
を
参
．
考
に
し
た
。

　
国
録
。
貯
劉
溶
頃
鐙
（
お
似
G
。
）
”
S
匙
ミ
、
帖
ぎ
》
謹
禽
転
ミ
．
⇔
、
鵯
§
魯
§
．

　
男
。
一
鍛
ω
貯
。
的
煽
罐
俸
○
び
器
σ
Q
O
霞
げ
尚
（
一
重
G
。
）
一
群
ミ
，
薯
9
§
織
O
ミ
ミ
．

　
蒙
古
文
化
に
関
し
て
は
次
の
書
を
参
考
に
し
た
。

　
轟
鍔
く
お
Φ
雪
鼠
（
ω
益
払
㊤
切
ω
）
”
さ
、
蒔
ミ
O
§
§
§
帖
妹
兄
§
織
き
嵩
怨
愚

　
⑦
壁
～
ミ
ミ
、
鋒
（
霞
御
b
男
切
①
｝
6
≦
o
巴
の
。
δ
蓉
。
窓
。
巳
σ
q
墨
覧
｝
の
）

⑯
　
こ
の
用
語
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
教
授
の
次
の
著
に
よ
る
。
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｝
巳
冨
昌
属
・
ω
8
醸
胃
像
（
お
朝
㎝
）
”
繋
ミ
s
、
縁
ミ
9
ミ
ミ
、
Q

⑰
臼
．
鍛
鋤
函
p
臨
欝
（
お
鵯
）
四
重
⇔
偽
罫

四
　
聖
と
俗

○
、
四
§
鷺
．

　
さ
て
、
壮
者
尊
重
と
個
人
主
義
の
傾
向
は
、
蒙
吉
に
お
い
て
も
、

ま
た
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
諸
族
に
お
い
て
竜
、
共
通
し
た
傾
向
に
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
生
業
は
時
に
半
農
半
解
で
あ
夢
、
時

に
遊
牧
で
あ
り
、
時
に
狩
猟
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
通
じ
て
要
求
さ

れ
る
労
働
生
活
に
は
共
通
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
共
逓
の
文
化
的
傾
向

を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
諸
文
化
は
、
枝
や
葉
の

部
分
で
は
大
い
に
異
っ
て
も
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
幹
の
部
分
、

翻
し
く
は
文
化
の
核
の
部
分
に
お
い
て
は
、
非
常
に
重
要
な
共
通
性

が
Φ
め
曽
⇔
。
有
私
は
こ
南
ル
ら
∫
乞
一
括
し
て
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
・
｛
叉
化
」
と

ぞ
も
暫
定
的
に
名
づ
け
て
お
き
た
い
。
チ
ベ
ッ
ト
文
化
は
、
こ
の
シ

ャ
ー
ア
ニ
ズ
ム
文
化
の
一
亜
種
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
私
は
自
一
分
の
調
べ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
、

相
反
す
る
奇
妙
な
二
つ
の
原
理
を
見
い
だ
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

す
で
に
の
べ
た
強
い
欄
人
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
彼

ら
の
家
族
は
酉
海
人
の
近
代
家
族
に
似
た
核
心
家
族
へ
の
傾
向
が
著

し
く
、
男
は
妻
を
め
と
る
と
す
ぐ
分
家
す
る
傾
向
が
あ
る
。
分
家
が

頻
繁
な
ば
か
り
で
な
く
、
親
子
、
兄
弟
、
夫
婦
、
い
ず
れ
竜
仲
違
い

し
て
た
や
す
く
家
庭
が
分
解
…
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
逆
に
好
き
な

者
同
志
の
駈
落
ち
、
あ
る
い
は
熱
い
友
情
と
い
う
こ
と
・
も
よ
く
起
る

ら
し
い
。
彼
ら
は
唯
我
独
尊
で
あ
り
、
女
性
も
男
性
に
劣
ら
ず
自
ら

を
堂
た
と
主
張
す
る
。

　
し
か
も
不
思
議
な
こ
と
に
、
集
団
生
活
の
規
制
が
み
ご
と
に
働
く

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
集
団
的
規
制
の
著
る
し
い
も
の
は
、
父
系
ク
ラ

ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
婚
姻
を
焼
愛
し
、
財
産
相
続
を
規
窪
し
、
共
同

の
氏
族
神
へ
の
信
仰
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
う
い
っ
た
男
縁
綴
織
の
原
理
と
、
個
入
主
義
の
空
理
と
の
不
思

議
な
零
墨
を
、
私
た
ち
は
片
手
落
ち
な
く
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
こ
の
窩
附
原
理
で
し
そ
は
、
ひ
ろ
く
シ
ャ
ー
マ
轟
ズ
ム
文
”
化
」
領
域
に

起
つ
た
現
象
を
理
解
す
る
．
鍵
で
は
な
か
ろ
う
か
。
紙
数
が
わ
ず
か
に

残
さ
れ
る
の
み
な
の
で
、
極
め
て
大
胆
に
展
望
を
の
べ
て
お
こ
う
。

　
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
仏
教
の
導
入
と
、
そ
れ
が
つ
い
に
は
ラ
マ
教
の
僧

権
政
治
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
は
、
大
局
的
に
い
っ
て
、
彼
ら
の
個

人
主
義
的
原
理
の
麺
長
と
し
て
眺
め
ら
れ
な
い
か
。
す
な
わ
ち
こ
の

僧
権
政
治
の
機
構
は
、
血
縁
的
門
閥
の
簾
剛
を
否
定
し
て
、
有
能
な
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個
人
を
抜
擢
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
そ
の
上
に
立
つ
た
僧
権
政
治
の

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
な
の
ぞ
あ
る
。
　
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
や
テ
ィ
ソ
ン

デ
ツ
ァ
ン
大
王
の
時
代
を
頂
点
と
し
て
、
紅
幅
派
の
時
代
へ
の
変
化

は
、
俗
権
に
対
す
る
僧
権
の
一
歩
の
前
進
ぞ
あ
る
と
共
忙
、
そ
れ
は
血

縁
的
事
理
に
立
つ
た
貴
族
政
治
か
ら
、
船
人
主
義
の
原
理
に
立
つ
た

政
治
へ
の
変
化
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
紅
獺
派
の
多
く
が
な
お

世
襲
の
僧
侶
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
黄
幅
派

は
そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
更
に
ア
ク
セ
ン
ト
を

世
襲
血
縁
主
義
か
ら
個
人
主
義
へ
と
移
し
た
も
の
と
い
え
る
の
ぞ
あ

る
。　

こ
う
し
た
偶
人
主
義
の
進
展
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
血
縁
原
理
で

は
達
成
す
る
こ
と
の
困
難
な
多
く
の
人
々
の
協
働
生
活
を
達
成
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
一
端
を
僧
院
の
経
済
的
活
動
に
眺
め
る
こ
と
も
で

き
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
資
本
家
は
僧
院
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
組
織
的

商
業
の
遂
行
者
ぞ
あ
り
、
各
種
の
工
業
技
術
者
を
組
織
化
し
て
い
る

唯
二
の
拠
点
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
個

人
主
義
を
伸
張
し
た
西
欧
社
会
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
社
会
的
な
生

塵
協
力
の
機
構
が
血
縁
的
門
地
の
ワ
ク
を
破
っ
て
組
織
化
さ
れ
得
た

の
と
、
幾
分
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
仏
教
の
導
入
は
、
結
果
的
に
は
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
構
造

を
変
え
た
の
ぞ
な
く
、
そ
の
文
化
型
を
維
持
し
た
ま
ま
で
、
そ
れ
に

飛
躍
的
な
豊
富
化
へ
の
途
を
開
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は

も
と
も
と
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
文
化
に
宿
っ
て
い
た
個
人
主
義
の
原
理
と

結
び
つ
き
、
そ
れ
を
促
進
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
社
会
を

い
っ
そ
う
大
き
く
組
織
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
の
社
会
的

生
産
力
を
高
め
る
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
血
縁
的
原
理
に
立
つ
た
組
織
化
は
、
聖
に
対
す

る
俗
の
組
織
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
下

り
坂
を
疸
り
な
が
ら
、
し
か
も
現
在
に
至
る
ま
で
ラ
マ
教
政
治
の
半

面
の
補
足
に
役
立
っ
て
き
た
屯
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
サ
に
お
け
る
貴
族

階
級
の
存
在
と
、
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
に
於
て
果
す
半
面
の
役

割
と
は
、
こ
の
現
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
私
は
蒙
古
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
種
の
事
情
に
つ
い
て
殆
ん
ど

知
識
が
な
い
。
そ
れ
で
、
最
近
の
グ
レ
ー
ダ
ー
氏
の
論
文
を
主
な
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

り
所
と
し
て
考
え
て
み
ょ
う
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
ト
ル
コ
族
・
モ
ン
ゴ
ル
族
な
ど
ア
ル
タ
イ
諸
語
の

民
族
に
お
い
て
も
ま
た
、
上
記
の
、
相
反
擾
し
な
が
ら
、
し
か
竜
相

互
補
足
的
な
二
原
理
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
賦
縁
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ヒマラヤ及びチペジトにお娃る文焦接触（川喜［fi）

的
一
政
治
的
な
原
理
、
他
は
個
人
主
義
的
一
僧
侶
的
な
原
理
、

ぞ
あ
る
。

　
そ
こ
で
彼
は
、
父
系
の
社
会
的
政
治
的
組
織
の
重
要
性
を
強
調
し

て
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
ス
テ
ッ
プ
住
民
の
国
家
形
成
の
根
幹
な
の
で
あ

る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
拡
大
家
族
Φ
蓉
①
＆
①
創
貯
津
陣
帯
↓

系
題
言
Φ
謎
⑦
↓
氏
族
。
貯
嵩
↓
氏
族
団
団
↓
部
族
と
い
う
順
序
に
編

成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
分
岐
す
る
血
縁
集
繍
問
に
は
一
種
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
確
立
さ
れ
て
、
遊
牧
民
国
家
の
組
み
立
て
を
作
る
の
だ
と
い

・
つ
σ　

し
か
ら
ば
、
少
く
も
政
治
的
に
活
動
の
顕
著
だ
つ
た
時
代
に
お
い

て
、
そ
の
俗
権
の
伸
長
は
、
あ
の
チ
ベ
ッ
ト
人
村
に
み
い
だ
さ
れ
た

血
縁
集
隅
の
原
理
の
延
長
上
に
組
み
立
て
．
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
こ
で
同
じ
シ
ャ
ー
マ
一
一
ズ
ム
文
化
領
域
の
二
つ
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
チ
ベ
ッ
ト
と
蒙
古
と
は
、
共
に
上
記
二
つ
の
原
理
を
有
ち
な
が

ら
、
互
い
に
相
異
ハ
つ
た
方
の
原
理
に
重
点
を
置
い
て
い
わ
ば
二
重
組

織
的
に
そ
の
文
化
を
発
展
せ
し
め
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
チ
ベ

ッ
ト
は
、
掴
入
主
義
－
一
聖
、
の
方
向
に
お
い
て
蒙
古
を
り
f
ド
し
、

蒙
古
、
そ
し
て
後
に
は
満
州
族
の
溜
朝
の
皇
帝
は
、
血
縁
原
理
一

俗
、
の
方
向
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト
を
り
ー
ド
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
両
極
的
な
政
治
的
”
宗
教
的
組
織
が
発
達
し
得
た
と

い
ヶ
こ
と
は
、
文
化
的
に
相
似
た
二
地
域
間
の
文
化
接
触
の
結
果
起

つ
た
、
ぴ
と
つ
の
豊
審
化
の
現
象
だ
と
私
は
見
る
の
で
あ
る
。

註
⑯
い
㊤
壕
聴
象
8
誘
導
蝕
興
（
一
㊤
綬
）
鱒
。
、
㌘
冒
息
屈
①
の
簿
滋
ω
霞
琴
9
器
ω
営

　
轡
Φ
○
お
9
巳
N
餌
鉱
。
質
。
団
窪
Φ
諺
ω
冨
け
ざ
望
Φ
℃
憎
Φ
㌔
器
8
量
犀
ω
け
堕
、
．

　
留
ミ
調
§
器
§
、
濤
㌔
§
§
ミ
ミ
》
ミ
ξ
愚
o
N
§
閃
く
。
ド
×
翻
唇
・
①
？
8
．
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Chapter　3．

Chapter　4．

Chapter　5．

Chapter　6．

were　many　about　evil，　especially　clestrtiction　of　life

and　death’　in　which　pure　1〈arina　stories　were　deve一一

loped．

about　that　karma　stories　about　evil　（murcler）　in

which　murder　cases　by　struggles　for　power　of　the

imperial　household　and　oflficials，　despotism　of　offi－

cials，　or　jealousy　and　grudge　o’t一　household　women

are　ef　Chinese　character．

abotit　good　done　1）y　stealth　and　sutra－chanting　as

a　goocl　cause，　and　prolonged　life，　appointinent，　and

pronaotion　as　a　good　restilt．

adout　the　sutx”as　chanted　by　the　public　by　compar一・

ing　with　those　of　the　priests　in　relation　to　the　idol－

mal〈ing　creed，　and　about　the　reason　why　Chin　Kang

chin9　（二二経），　Fa　hua　ching　（法華経），　an（1　Kuan

yin　chin9（観音経）sutras　were　lnost　respected．

conclusion．

Cu！£ural　Contacts　in　the　Him．alayas　and　Tibet．

by

Jiro　Kawakita

　　There　was　and　is　still　found　the　stage　of　tribal　culiure　in　the

Himalayas．　These　tril）a！　cultures　are，　however，　being　su“bstituted

’for　the　two　super－tribal　cultures，　i．　e．　the　｝lindu　ancl　the　Tibetalt

ctiltures．　ln　this　process　of　culture　contact　accompanied　witk　as－

siniilation，　various　envirom’nental　’factors　play　iizaportant　roles　on

the　processes．　en　the　other　hand，　the　problem　of　tlae　unit　of

cu！ture　based　upon　the　analysis　of　cz・tltural　structztre　must　always

be　put　under　consideration．　From　this　point　of　view，　1　observecl

tlae　case　of　the　TibetaR　cttlture　cempare（1　with　the　other　txvo　su－

pertribal　cu！tures，　that　is，　the　i－lindu　and　tlae　Chinese　cultures．

Ci”hese　three　cultures　care　ecologically　equivalent　to　each　other．

And　the　Tibetan　culture　is　only　a　variety　of　the　Shamanistic

culture　which　includes　the　Mongolian，　Tungus　and　so　on，　along

with　the　Tibetan　culture．　ln　this　Shainanistic　culture，　their　coni－

ixrLunity　life　contains　two　different　princ｛ples　e’f　way　of　liiie　：　the

one　is　individualispn　ancl　the　other　is　the　rule　of　consanguineal

grottp．　From　these　two　principles　two　authorities　have　clevelo－

ped：　La王naistic　theocracy　重roln　in（lividualism；　and　aristocratic

（　615　）



poli毛ical　organ量zat圭。礁．fro撫漁e　rule　of　con＄a玉｝guiheal　group．

　　　　　Disquietude　of　the　Spirit　e’f　Renaissance

Struggle　between　two　cultural　’spheres　altd　ontlooks　on　the　world

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　’　Mitsgaki　Nagai

　　Free　from　the　general　interpretation，　we　are　going　to　clarify

where　tke　disquietude　o’E　ideas　from　the　fifteenth　to　tke　sixteenth

century　came　frorrl，　and　how　humanism，　tlae　world－outlool〈　of

literary　republic　Firenze，　in　the　cultural　sphere　o’S　Roine　acljusted

itself　to　and　struggled　against　the　penetration　of　logical　ancl　pra－

gmatic　world－ogttlook　’of　？adovcft－Averroism　originally　Arabian

in　the’ ?Ｒltural　sphere　of　River　Po．　IR　the　very　point　exists・

tbe　disquietude　o’E　the　ReiiaissaRce　spirk，　cind　the　close　contact．

of　Firenze　with　erient　broke　the　balance　between　t’wo　cultural

splieres．

AStudy　o難the　Hist◎ry　of施e　Western　Leaming（洋学）
　　　　　　　　chiefly　about　the　case⑪f　Kazan　Watanabe（渡邊峯1．．1．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ak：ira　Otsuki

　　Nere　we　treat　Kazan’s（爵：劔．．のenviro脇e璃ill　which　he　began．

a捻ddeveloped　his　study，　and　his　laborious　works　S6砂。ガブyo－oko一．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムtaegalei（藤洋事情御答書），、Si・nleiron（馨丁幾言動），、　and　Oxetszsleifnon　（懲爽養

或匿Din　Order　tO　explai貧癒e　CharaCter　Of　hiS§tudy　Oll　the　We一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
s宅ern　learning．　We　have　a　specia1　coRcern　about　his　study’s　sys－

telllatizatioll　based　ola　his　view　of　learning　a亘d　ethics　and　his．

argtmaent　o11　the　politics　and　society　量1ユ　the　Tem／》o　（天保）　era

whe蕪it　was　the　better　t量組es　of　western－learning　history，　a王ユd

abou捷is　crltical　spir呈t，　as　a　i’esult　of　his　study　on　western　lea1㌦

nin9，　i賑spi£e　o董their　qualitative　differences，　inher量ted　from　Ko－

lean　Siha（司馬江漢）WhO　waS　OUt　Of　mai1｝Curre環沁the　histot’y

of　the　western　learnin9．

　　Many　works　o葺the　westem　learning　have　been　published　i11
．the　post－bellum　period，　such　as．Ba79tt7nats’as－Yogalezasi（幕兼洋学史）

byノ．　Numata（沼田次郎），　K∂mbb2・m2easiwa（紅毛文化史話）by　C．

Olgarnztra（閥村千艶），　many　moaographs　by　S．　Sato（佐藤観介），

c■lld　many　diSCOvered　reSOu1’Ces　Of　SOme　clanS．　ThankS　tO　these

（6圭4）


