
し
て
フ
ラ
ト
リ
ー
を
構
成
し
、
つ
い
で
両
7
ラ
ト
リ
ー
の
合
体
に
よ
る
藻
族
へ

の
進
化
に
至
る
次
第
を
抽
象
的
に
麹
町
化
し
た
著
者
が
、
次
に
は
歴
史
学
の
本

領
を
発
揮
す
べ
く
、
キ
タ
イ
部
族
欄
社
会
の
変
遷
を
発
展
的
に
把
握
し
よ
う
と

し
た
の
が
本
篇
で
あ
る
。
文
献
に
よ
っ
て
跡
づ
け
う
る
キ
タ
イ
族
の
黎
明
、
即

ち
四
世
紀
か
ら
、
十
世
紀
の
遼
帝
国
結
成
ま
で
の
期
間
を
、
著
者
は
三
つ
に
区

分
す
る
。

　
1
　
北
朝
期
一
古
典
氏
族
の
時
代

　
2
　
唐
代
前
期
庭
フ
ラ
ト
リ
ー
の
活
躍
晦
代

　
3
　
唐
代
中
末
期
穀
都
族
結
成
の
晦
代

　
以
上
や
や
舌
足
ら
ず
の
よ
う
な
紹
介
を
し
た
が
、
名
工
が
一
塊
の
木
か
ら
芸

術
的
な
彫
像
を
つ
く
り
だ
す
よ
う
に
、
漢
字
の
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
た
中
圏
史
料

か
ら
か
く
も
鮮
か
に
静
酌
・
動
酌
な
畏
族
像
を
と
ら
え
て
表
現
さ
れ
た
著
者
の

す
ぐ
れ
た
知
性
に
、
た
だ
泓
は
自
分
の
理
解
力
の
不
足
を
恥
じ
る
だ
け
で
あ
る
。

言
藷
学
・
国
会
学
、
あ
る
い
は
人
類
学
な
ど
、
歴
史
学
の
周
辺
の
諸
分
野
か
ら

の
理
解
や
批
判
は
、
本
省
の
価
値
を
更
に
高
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
は
思

う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
私
の
能
力
の
外
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
学
術
書
出

版
の
困
難
な
折
、
こ
の
名
著
を
出
版
さ
れ
た
愛
宕
氏
の
た
め
に
お
慶
び
を
申
上

げ
て
、
筆
を
お
く
。

（
A
5
判
三
二
八
頁
　
索
引
二
四
頁
　
東
洋
史
研
究
会
発
行
　
定
価
九
〇
〇
円
）

マ
ッ
ク
ス

上
原
専
権

渡
辺
金
一

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
原
著

・
増
田
四
郎
監
修

・
弓
削
　
達
共
訳

古
代
社
会
経
済
史

古
代
農
業
事
情

浅
　
香

正

　
戦
後
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
経
済
史
の
発
達
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た

も
の
は
マ
ル
ク
ス
と
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
両
春
共
に
ひ
と
し

く
近
代
資
本
主
義
あ
る
い
は
近
代
資
本
主
義
社
会
の
理
解
に
そ
の
重
点
を
置
き

な
が
ら
、
そ
の
立
場
に
大
き
な
糊
違
の
あ
る
こ
と
も
既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
少
く
と
も
古
代
史
の
領
域
に
限
定
し
て
考
え
る
と
、
憂
ル
ク
ス
の
草

稿
一
．
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
は
既
に
邦
訳
さ
れ
、
　
一
部
の
入
々
の

闘
に
は
過
当
の
評
価
を
す
ら
憂
け
て
い
る
の
に
対
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
古
代

農
業
事
情
』
は
そ
の
優
れ
た
内
容
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
程
充
分
な
評
価
を
受
け

ず
に
今
日
に
い
た
っ
た
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
勿
論
そ
れ
に
は
か
な
り
の
理
由
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
書

は
概
し
て
内
容
の
理
解
園
難
な
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
た
び
渡
辺
・
弓
削
両
氏
に
よ
つ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
力
作

の
一
つ
門
古
代
農
業
事
情
」
が
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
は
ウ
ニ
ー
バ
ー
個
人
の
思
想

鼻
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上
の
発
展
を
理
解
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
古
代
社
会
経
済
史
の
研
究
に
も
大

い
に
貢
献
す
る
と
信
ず
る
。

　
．
本
訳
灘
剛
は
序
論
と
し
て
監
修
薪
の
こ
と
ば
、
訳
者
序
、
目
次
。
つ
い
で
本
交
、

解
説
。
酸
後
に
事
項
索
引
、
人
名
・
地
名
索
引
が
附
さ
れ
、
全
野
〇
七
頁
に
及

ぶ
浩
欝
な
書
物
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
で
全
体
に
わ
た
っ
て
の
詳
細
な
紹
介
を
試

み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
か
つ
本
書
の
性
格
か
ら
し
て
も
必
ず
し
も
そ
の
必

要
を
認
め
な
い
の
で
、
簡
単
な
内
容
紹
介
を
試
み
る
に
と
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
本
文
は
「
序
説
、
古
代
国
家
關
の
経
済
理
論
」
と
「
古
代
交
化
の
主
要
諸
地

域
の
農
業
史
」
に
大
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
序
説
は
古
代
麹
会
経
済
史
の
基
本

約
性
格
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
注
許
す
べ
き
は
「
古
代
資
本
主
義
」

の
概
念
論
争
に
相
当
の
紙
駒
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
論
争
は

今
臼
で
は
か
な
り
下
火
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
著
詣
が
刊

行
さ
れ
た
当
時
は
、
ビ
ュ
ッ
ヒ
ャ
i
対
マ
イ
ヤ
ー
論
争
の
は
な
や
か
な
り
し
頃

で
あ
っ
た
の
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
の
問
題
に
多
大
の
関
心
を
示
め
し
た
の
も

当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
か
つ
本
書
の
時
代
的
姓
格
を
現
わ
し
て
い
る
点
興
味

あ
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
マ
イ
ヤ
ー
の
如
く
資
本
主
義
と
い
う
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

を
古
代
社
会
に
安
易
に
適
応
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
　
「
取

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

引
の
対
象
と
し
て
の
所
有
物
が
私
人
に
よ
っ
て
流
通
経
済
的
営
利
の
た
め
に
利

用
さ
れ
る
ば
あ
い
に
い
つ
で
も
通
用
さ
せ
る
な
ら
ば
、
古
代
史
の
す
べ
て
の
時

期
－
そ
し
て
ま
さ
に
》
最
も
偉
大
な
《
時
期
…
が
き
わ
め
て
強
度
に
》
資
本
主

義
的
《
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
確
実
で
あ
る
」
　
（
二

七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
序
論
で
第
二
に
注
目
す
べ
き
点
は
古
代
国
家
の
諸
形
態
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
特
有

の
理
念
型
国
家
概
念
の
設
定
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
を
図
説
す
る
な
ら
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。

　
ω
農
民
共
睡
組
織

m”撃

（2）

城
砦

王
倒

1
㈲
貴
族
政
ポ
リ
ス
t
㈲
重
装
歩
兵
ポ
リ
ス
ー
ω
民
憲
政
市
罠
ポ
リ
ス

ー
ω
｛
醤
寝
耳
胴
を
そ
な
え
た
都
市
王
制
一
㈲
鴛
轟
土
一
蚊
（
独
裁
的
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
国
家

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
原
始
（
共
産
）
共
同
体
の
こ
と
に
つ
い
て
直
接
明
確
に
言
及

し
て
い
な
い
が
、
　
「
フ
ラ
ト
リ
ア
が
本
当
に
》
最
古
の
《
－
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ

　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

ア
晟
族
の
純
粋
に
農
民
的
時
期
に
一
般
酌
に
支
配
し
て
い
た
－
社
会
的
共
同
体

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
か
に
み
え
る
根
拠
も
提
出
さ
れ
て
は

い
る
が
、
し
か
し
や
は
り
今
な
お
不
確
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
時
代
に

お
い
て
都
市
的
な
組
織
に
い
た
ら
な
か
っ
た
地
域
か
ら
の
類
推
は
、
よ
ほ
ど
慎

重
に
し
な
け
れ
ば
利
用
し
え
な
い
。
…
…
た
だ
歴
史
時
代
に
な
っ
て
欝
及
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
フ
ラ
ト
リ
ア
の
偶
然
約
な
共
通
の
特
微
を
も
つ
て
、
遊
牧
民

群
団
の
は
じ
め
は
完
金
な
も
の
で
あ
っ
た
経
済
的
共
同
体
の
》
残
澤
《
で
あ
る
。

と
考
え
る
こ
と
だ
け
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
」
　
（
一
八
○
一
一
八
一
頁
）
と
述
べ
、

フ
ラ
ト
リ
ァ
を
も
つ
て
人
為
的
な
団
体
形
態
と
冤
敵
し
、
　
「
フ
ニ
レ
ー
区
分
は

フ
ラ
ト
リ
ア
よ
り
い
っ
そ
う
新
し
い
段
階
の
も
の
で
、
ポ
リ
ス
段
階
そ
の
も
の

に
属
す
る
砿
　
（
一
八
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
の
見
解
が
ロ
ー
マ
史
の
部

分
に
つ
い
て
も
繰
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
三
六
〇
一
三
六
三
頁
）
は
原
始
共
産

共
聖
体
説
に
対
し
て
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
反
対
の
立
場
を
示
め
す
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
尚
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
大
塚
久
雄
　
『
共
同
体
の
狸
藻

理
論
』
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
　
『
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
、
太
田

一
秀
通
　
『
北
ハ
二
八
と
覇
央
雄
特
代
の
理
同
好
山
　
を
象
ソ
照
）

　
第
二
の
段
階
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
が
、
城
砦
王
制
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
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評轡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
都
市
の
先
駆
で
あ
り
都
市
に
い
っ
そ
う
逓
く
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
城
砦
が

あ
ら
わ
れ
、
そ
の
所
有
者
と
し
て
》
王
《
が
あ
ら
わ
れ
る
状
態
で
あ
る
ゆ
王
は

土
地
、
奴
隷
、
家
欝
、
貴
金
属
所
有
の
点
で
ぬ
き
ん
で
て
い
る
。
王
傭
人
の
従

春
団
は
最
初
は
警
み
ず
か
ら
の
食
卓
で
扶
養
さ
れ
る
。
つ
い
で
王
は
か
れ
ら
に

土
地
、
奴
隷
、
家
畜
、
財
宝
を
、
あ
る
い
は
贈
与
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
レ
ー

エ
ソ
と
し
て
あ
た
え
る
」
（
五
九
頁
）
。
そ
う
し
て
こ
の
最
後
の
段
階
と
し
て
最

大
の
窟
を
持
つ
王
が
自
分
以
外
の
城
砦
支
配
者
た
ち
を
自
分
自
身
の
家
臣
と
し

て
し
ま
う
。
こ
れ
が
実
は
古
代
国
家
の
開
始
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
二
つ

の
方
向
に
わ
か
れ
、
　
一
つ
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
的
な
「
貴
族
政
ポ
リ
ス
」
の

段
階
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
「
宮
僚
制
を
そ
な
え
た
都
市
王

制
」
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
貴
族
政
ポ
リ
ス
」
の
段
階
を
見
る
と
、
門
閥
貴
族
は
完
全
武
装
の
騎

士
と
し
て
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
都
市
共
間
体
を
構
成
し
、
　
こ
の
共
頭
体
は
・

℃
臨
日
易
陣
導
Φ
暁
O
黛
）
暁
。
ω
で
あ
る
王
か
、
　
ま
た
は
選
挙
役
人
に
よ
っ
て
指
導
さ

れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
段
階
に
お
け
る
都
市
制
度
の
典
型
酌
な
労
働
力
は
債
務

奴
隷
で
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
型
の
コ
…
ス
で
は
こ
の
「
貴
族
政
ポ
リ
ス
」
に
つ
い
で

「
璽
装
歩
兵
ポ
リ
ス
」
の
段
階
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
》
門
閥

的
貴
族
の
支
配
が
打
破
さ
れ
、
土
地
所
有
農
三
章
で
武
装
自
弁
の
重
装
兵
を
中

核
と
し
た
社
会
が
現
わ
れ
、
財
産
額
に
応
じ
て
市
民
の
権
利
義
務
が
規
定
さ
れ

た
国
家
で
あ
る
。

　
次
の
段
階
は
「
照
照
政
ポ
リ
ス
」
で
こ
こ
で
は
市
斑
で
あ
る
す
べ
て
の
も
の

に
国
家
官
職
就
任
の
資
格
を
与
え
よ
う
と
し
、
財
産
所
有
額
の
差
異
は
無
視
さ

れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
農
業
の
面
で
は
土
地
処
分
の
自
由
化
や
、
債
務
奴
隷
制

に
か
わ
る
購
買
奴
隷
制
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
慈
顔
農
畏
の
没
落
、
小
土

地
貸
微
鋤
、
傭
兵
軍
隊
、
独
裁
君
主
政
の
出
現
を
も
た
ら
す
。
か
く
て
世
界
帯

国
の
成
立
と
な
り
古
代
は
終
焉
す
る
。

　
以
上
が
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
型
の
発
展
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
オ
リ

エ
ン
ト
型
の
コ
…
ス
で
は
城
砦
王
制
か
ら
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
型
と
は
異
な
っ

た
「
官
僚
制
を
そ
な
え
た
都
市
王
制
」
へ
と
進
む
。
こ
の
段
階
で
は
王
は
子
嚢

脇
と
軍
事
的
権
力
手
段
と
を
掌
握
し
、
階
鱒
的
に
組
織
さ
れ
た
役
人
身
分
を
つ

く
り
、
こ
の
官
僚
を
通
じ
て
臣
服
を
統
治
す
る
。
臣
民
は
賦
役
お
よ
び
貢
融
…
を

王
に
提
供
す
る
義
務
を
負
う
て
い
る
。
こ
の
種
の
都
市
王
制
が
合
理
化
さ
れ
発

展
し
た
も
の
が
「
独
裁
的
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
（
対
国
家
奉
・
仕
義
務
）
国
縫
扁
で

あ
る
。

　
以
上
や
や
く
ど
い
よ
う
で
は
あ
っ
た
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
雷
を
理
解
す
る

た
め
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
詳
述
し
た
次
第
で
あ
る
。
勿
論

古
代
世
界
が
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
型
で
発
展
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
地
理
的
祉
会
酌
特
殊
性
に
応
じ
て
固
有
の
発
展
を
平
め
し
て
い
る
。

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
古
代
の
主
要
地
域
の
祉
会
経
済
炎
を
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
叙
述
は
社
会
構
成
、
土
地
所
有
、
経
済
事
情
、
家
族
制
度
、
奴
隷
制
、

商
業
事
情
な
ど
極
め
て
多
方
酌
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
国
方
な
内
容
紹
介
は
闘

難
で
あ
る
が
、
e
メ
ソ
ポ
タ
、
ミ
ア
に
お
け
る
将
質
と
し
て
は
王
の
経
済
的
基
礎

と
し
て
の
臣
民
の
賦
役
、
臣
民
の
実
物
貢
納
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
奴
隷
制

は
そ
れ
程
発
達
せ
ず
、
小
土
地
貸
借
捌
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
ま
た
ギ
リ
シ
ア
世

界
と
の
決
定
的
に
重
要
な
相
違
は
祭
司
暦
と
官
僚
制
的
国
家
組
織
で
あ
る
。
⇔

エ
ジ
プ
ト
も
長
き
歴
史
的
発
展
を
有
し
、
古
王
国
、
中
王
国
、
新
王
国
と
年
代

順
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
縫
会
経
済
状
態
を
論
じ
て
い
る
が
、
エ
ジ
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プ
ト
社
会
の
基
本
醜
性
格
は
そ
の
ラ
イ
ト
・
ル
ギ
ー
国
家
組
織
に
あ
り
、
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
と
そ
れ
程
の
大
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。
わ
が
国
で
は
余
り
重
視
さ
れ

な
い
が
、
⇔
イ
ス
ラ
エ
ル
の
社
会
経
済
状
態
を
ウ
ニ
ー
バ
…
は
一
つ
の
部
門
と

し
て
扱
っ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
特
に
モ
ー
ゼ
の
十
誠
を
も
つ
て
「
都

市
の
》
門
閥
《
に
よ
る
優
民
の
債
務
奴
隷
化
か
ら
生
れ
る
諸
結
果
を
調
停
す
る

た
め
に
称
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
」
（
六
五
頁
）
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
い
で
㈱
ギ
リ
シ
ア
の
部
門
で
は
既
に
述
べ
た
理
念
型
諸
国
家
概
念
を
中
心

に
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
経
済
状
態
の
発
展
を
詳
述
し
、
　
》
古
典
《
期
（
と

く
に
ア
テ
ナ
イ
）
の
と
こ
ろ
で
奴
隷
制
の
問
題
を
か
な
り
く
わ
し
く
論
じ
て
い

る
が
、
奴
隷
所
有
者
に
お
け
る
レ
ン
テ
ソ
寄
生
生
活
者
の
側
徳
を
強
調
し
て
い

る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
㈲
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
部
門
で
は
ヘ
レ
ユ
ズ
ム
国
家
の
特

色
と
し
て
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
原
理
、
領
主
制
酌
色
彩
、
都
市
化
の
政
策
、
反
神

政
致
治
酌
傾
向
、
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
、
土
地
所
有
、
経
営
の
状
態
も
詳
述

さ
れ
て
い
る
。
㊧
ロ
ー
マ
の
部
門
で
は
特
に
被
護
関
係
、
十
二
表
法
の
農
業
史

性
格
、
所
有
地
の
法
的
類
型
、
奴
隷
制
大
地
経
営
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、

特
に
独
裁
慰
主
政
の
成
立
を
共
和
政
末
期
に
お
け
る
官
職
貴
族
と
騎
士
身
分
の

対
立
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
慧
眼
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
㈹
「
駆
ー
マ
帝
政
時
代
に
お
け
る
発
展
の
諸
基
礎
偏
で
は
、
古
代
、
中
世

合
帯
比
較
論
に
そ
の
叙
述
の
大
半
が
費
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
本
訳
書
の
概
要
で
あ
る
が
最
後
に
訳
者
に
よ
る
解
説
が
附
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
解
説
は
主
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
岬
、
ル
ク
ス
と
の
方
法
の
比
較
を
論

じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
で
ウ
ェ
…
バ
ー
の
こ
の
著
書
が
出
版
さ
れ
て

以
後
、
古
代
史
の
薪
し
い
研
究
成
果
の
結
果
、
訂
正
、
補
修
を
要
す
る
箇
所
と

し
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
、
古
代
末
期
、
エ
ト
ル
ス
キ
問
題
、
原
始
共
同
体
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
い
で
本
訳
書
全
体
に
対
す
る
意
見
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
既
に
述
べ

た
如
く
ウ
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
は
概
し
て
難
解
で
あ
り
、
し
か
も
相
当
浩
灘
な
本

書
の
邦
訳
に
対
し
て
は
大
な
る
敬
意
と
賛
辞
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
邦

訳
に
際
し
て
も
か
な
り
の
蕾
心
の
跡
が
み
ら
れ
、
直
訳
し
て
は
意
味
の
通
じ
な

い
と
こ
ろ
も
か
な
り
敷
詰
し
て
訳
が
行
は
れ
、
術
語
も
両
訳
者
の
間
に
齪
賠
な

く
統
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
読
者
の
理
解
を
し
ゃ
す
く
す
る
た
め
小
見
繊
を
つ

け
て
い
る
点
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

　
ウ
ニ
…
バ
ー
が
こ
の
雷
物
を
刊
行
し
た
頃
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
が
、
ロ
ー
マ
帝
政
時
代
の
再
々
の
属
州
の
社
会
経
済
状
態
に
つ
い
て
殆
ん

ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
後
知
。
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な
ど
の
す

ぐ
れ
た
研
究
書
が
町
版
さ
れ
て
い
る
今
臼
新
し
い
ロ
ー
マ
帝
瞬
像
が
描
き
甦
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
五
一
七
頁
の
b
睡
げ
窪
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
マ

頃
p
）
亡
霊
艮
を
ア
ム
ヘ
ル
ス
ト
・
パ
ピ
リ
と
あ
る
が
、
　
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
蝉
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ー
ス
ト
大
学
所
蔵
の
パ
ピ
ル
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
ギ
リ
シ
ア
語
の

ア
ク
セ
ン
ト
に
か
な
り
の
誤
植
が
多
い
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
　
（
A
5
判
五

七
溢
頁
昭
和
三
四
年
一
月
東
洋
経
済
新
報
社
発
行
定
価
一
三
〇
〇
円
）
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