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日
本
古
代
共
同
体
の
研
究

一

塩
　
沢
看
　
夫

　
編
集
部
か
ら
門
脇
氏
の
近
著
『
日
本
古
代
共
同
体
の
研
究
篇
の
書
評
を
依
頼

さ
れ
た
と
き
、
私
は
お
ひ
き
う
け
す
べ
き
か
ど
う
か
随
分
迷
っ
た
。
と
い
う

の
は
、
門
脇
氏
と
私
と
は
共
同
研
究
者
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
親
し
い
閥
柄

で
あ
っ
て
、
田
本
の
古
代
社
会
に
つ
い
て
の
ご
く
大
ま
か
な
骨
組
み
に
つ
い
て

は
、
私
た
ち
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
体

系
を
世
に
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
魏
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
は
、
単
分
は
私
癖
身

・
で
あ
る
よ
う
な
気
持
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
こ
の
本
を
書
評
す
る
も
の

と
し
て
、
私
が
最
適
任
者
で
な
い
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

多
少
難
解
の
き
ら
い
の
あ
る
こ
の
本
で
、
門
脇
氏
が
真
に
い
わ
ん
と
す
る
と
こ

ろ
を
、
比
較
的
誤
解
少
く
紹
介
す
る
こ
と
も
、
私
の
門
脇
氏
に
対
す
る
責
任
の

一
つ
だ
と
思
っ
て
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
、
私
は
さ
き
に
、
門
脇
氏
と
私
と
の
闘
で
は
、
日
本
の
古
代
社
会
の
ご

く
大
ま
か
な
骨
組
み
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
書
い
た
が
、
そ
の
骨
組
み
を
私

は
か
つ
て
み
す
ぼ
ら
し
い
骨
の
ま
ま
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
　
（
『
古
代
導
制

国
家
の
構
造
』
拙
著
、
一
九
五
八
年
）
。
門
脇
氏
の
今
・
度
の
太
・
は
、
こ
の
骨
に
肉

を
っ
け
、
美
し
い
衣
服
さ
え
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ

の
本
は
正
倉
院
文
書
所
収
の
八
世
紀
初
葉
の
戸
籍
計
帳
の
残
簡
の
分
析
で
あ
り
、

直
接
に
は
共
漏
体
の
形
態
や
家
族
の
分
析
の
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
共
同

体
や
家
族
を
基
礎
と
し
た
古
代
｛
圏
家
の
構
造
に
つ
い
て
の
氏
の
構
想
は
、
背
後

に
か
く
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
癖
身
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
書
は

門
共
圃
体
の
存
在
と
そ
の
諸
形
態
や
家
族
形
態
に
つ
い
て
の
み
論
じ
る
の
が
濟

的
で
は
な
い
」
（
一
陽
九
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
の
繍
的
の
中
に
は
、
「
日

本
古
代
の
奴
隷
制
の
展
開
を
、
そ
れ
が
規
綱
さ
れ
、
あ
る
い
は
敵
対
し
た
諸
条

件
を
勘
案
し
つ
つ
考
察
し
、
ひ
い
て
は
社
会
構
成
の
爽
的
展
開
に
関
す
る
法
瑚

に
つ
い
て
若
干
の
提
言
を
試
み
た
い
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
い
る
」
　
（
一
嗣
九

頁
）
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
背
後
に
か
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
か

く
さ
れ
た
社
会
構
成
的
な
骨
組
み
を
、
あ
ら
か
じ
め
明
か
に
し
て
お
い
た
方
が
、

氏
の
真
意
を
く
み
と
る
こ
と
が
容
易
の
よ
う
に
思
う
の
で
、
私
は
ま
ず
氏
が
各

所
に
断
片
酌
に
ふ
れ
て
い
る
所
か
ら
推
し
は
か
っ
て
、
そ
の
か
く
さ
れ
た
骨
を

あ
え
て
明
る
み
に
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
畳
組
み
こ
そ
私

と
氏
と
が
一
致
す
る
点
だ
と
儒
じ
て
い
る
。

　
第
五
章
の
山
背
国
嵐
蜜
郷
計
帳
は
、
残
存
す
る
戸
籍
計
帳
の
中
で
も
つ
と
も

先
進
的
な
形
態
と
さ
れ
て
い
る
が
、
門
脇
氏
は
こ
の
出
雲
郷
の
分
析
の
結
果
か

ら
も
、
「
八
世
紀
舘
半
に
お
け
る
一
般
的
な
奴
隷
欄
の
発
達
を
と
く
見
解
」
（
二

〇
「
頁
）
を
否
定
し
、
ま
だ
奴
隷
制
が
や
っ
と
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
だ
と
結
論

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
ヲ
な
段
階
か
ら
「
こ
の
後
の
一
・
二
世
紀
の
後
の

近
い
時
期
に
果
し
て
奴
隷
制
的
社
会
構
成
に
転
じ
え
た
か
ど
う
か
、
ぎ
わ
め
て

予
見
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
」
　
（
二
四
颯
頁
）
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
八
・
九

世
紀
の
特
点
で
は
、
ま
だ
奴
．
隷
制
酌
社
会
構
成
の
社
会
に
な
っ
て
は
い
な
い
と
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考
え
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
再
本
の
八
・
九
世
紀

頃
ま
で
の
国
家
を
、
氏
は
何
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
こ
れ
を

古
代
（
ア
ジ
ア
的
）
専
鰯
君
家
と
規
定
し
、
律
令
体
制
は
そ
の
最
後
の
段
階
と

み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
古
代
専
制
国
家
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ジ

ア
的
形
態
の
共
同
体
で
あ
る
。
氏
の
こ
の
よ
う
な
巨
視
的
な
規
定
は
私
と
完
全

に
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
視
角
に
立
つ
で
は
じ
め
て
、
本
書
め
真
の
意
図
が
明

か
と
な
る
し
、
ま
た
藤
間
・
石
隅
田
氏
ら
の
理
論
に
対
し
て
も
、
そ
の
部
分
的

な
修
正
で
は
な
く
、
日
本
古
代
全
般
に
わ
た
る
体
系
的
な
対
決
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
開
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
藤
問
・
石
母
細
氏
ら
は
、
八
世
紀
前

葉
を
「
す
で
に
共
同
体
的
諸
関
係
を
基
調
に
す
る
晦
代
で
は
な
く
、
家
父
長
制

的
家
内
奴
隷
制
の
形
成
が
運
動
法
剥
と
な
っ
て
お
り
、
『
過
玄
に
お
い
て
支
配

的
で
あ
っ
た
親
族
共
同
体
』
の
謄
代
と
は
異
な
っ
て
い
る
」
　
（
五
頁
）
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
が
、
門
脇
氏
が
本
書
を
つ
ら
ぬ
い
て
実
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と

は
、
八
世
紀
に
お
い
て
も
ま
だ
ア
ジ
ア
的
形
態
の
共
同
体
が
厳
存
し
て
お
り
、

こ
の
種
会
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章

か
ら
第
三
章
ま
で
に
お
い
て
は
、
八
世
紀
前
葉
の
畿
外
お
よ
び
辺
境
の
戸
籍
を

分
析
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
　
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
条
件
と
義
倉
的
政
治

過
程
の
影
響
」
　
（
一
四
九
頁
）
を
う
け
て
様
々
の
相
逮
点
を
も
ち
な
が
ら
も
、

そ
の
侮
れ
の
黒
も
、
共
同
体
の
ア
ジ
ア
的
形
態
の
諸
特
需
を
呉
え
て
い
る
こ
と

を
実
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
四
章
と
第
五
章
で
は
、
こ
の
よ

う
な
共
同
体
の
分
解
の
中
か
ら
生
れ
る
購
本
古
代
の
奴
隷
制
の
展
開
を
、
や
は

り
戸
籍
の
中
か
ら
分
析
し
、
そ
の
過
程
を
「
家
父
摂
制
の
発
達
↓
共
同
体
内
属

に
お
け
る
共
有
奴
隷
の
発
生
↓
共
有
奴
隷
の
共
同
体
酋
長
の
家
内
奴
隷
へ
の
転

化
↓
家
父
長
捌
的
家
内
奴
隷
制
の
発
展
」
　
（
｝
七
〇
頁
）
と
い
う
図
式
と
し
て

考
え
、
戸
籍
分
析
か
ら
え
た
結
論
は
、
　
「
籍
帳
に
お
け
る
首
長
の
奴
隷
所
有
形

態
か
ら
、
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
一
般
的
な
奴
隷
綱
の
発
達
を
説
く
見
解
は
修

正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」
　
（
二
〇
一
頁
）
と
し
て
、
ま
だ
奴
隷
翻
的
歓

会
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
門
脇
氏
は
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
と
お
し
て
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
な
日
本

古
代
の
社
会
構
成
的
な
体
系
を
提
示
し
、
二
品
∵
石
母
田
氏
ら
の
体
系
と
対
決

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
私
は
門
脇
氏
に
全
く
賛
威
で
あ
り
、

本
書
の
学
史
的
な
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。

二

　
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
ま
で
の
門
脇
氏
の
分
析
方
法
と
論
証

過
程
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
私
は
き
わ
め
て
多
く
の
疑
問
を
も
つ
て
い

る
。
微
細
な
点
は
除
外
し
て
、
二
・
三
の
重
要
な
問
題
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ

と
に
す
る
。

　
ま
ず
第
一
に
疑
問
と
す
る
こ
と
は
、
家
族
と
共
同
体
と
の
形
態
を
分
析
す
る

方
法
、
つ
ま
り
本
書
全
般
を
つ
ら
ぬ
く
基
本
的
な
方
法
論
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
の
桜
鱒
に
み
ら
れ
る
生
理
的
血
縁
関
係
万
能
主
義
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
酌
に
い
え
ば
、
家
族
内
部
の
血
縁
的
結
含
紐
帯
の
内
容

や
広
狭
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
族
の
性
格
（
た
と
え
ば
家
内
奴
隷
制
的
で
あ
る
か

批
帯
人
置
体
的
で
あ
る
か
、
先
進
的
な
形
態
で
あ
る
か
後
進
的
形
態
で
あ
る
か

と
い
う
よ
脚
）
な
）
や
、
共
融
体
的
関
係
の
存
否
や
、
土
地
所
有
の
形
態
や
家
父

長
制
の
発
展
程
度
や
、
農
業
経
営
規
模
な
ど
を
す
べ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
態

度
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
書
の
論
理
酌
構
成
の
基
軸
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
二
・
三
例
示
し
て
み
よ
う
。
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瓢峯

　
④
　
ま
ず
門
脇
琉
の
戸
籍
…
分
析
は
象
族
形
態
の
分
析
だ
け
と
い
っ
て
も
よ
い

の
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
の
家
族
成
員
の
血
縁
的
結
合
紐
帯
か
ら
、
薩
ち
に
共
岡

体
が
存
在
し
て
い
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
乱
暴
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
房
戸
主
が
郷
戸
主
の
従
父
兄
弟
・
兄
弟
・
七
子
・
伯
父

で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
　
「
従
父
兄
弟
姉
妹
や
甥
・
姪
が

籏
族
構
造
に
重
要
な
役
割
を
も
つ
て
く
る
の
は
ブ
ナ
ル
ア
婚
家
族
の
段
階
で
あ

り
、
そ
う
し
た
段
階
か
ら
母
系
制
氏
族
共
同
体
が
発
生
し
て
く
る
」
　
（
七
頁
）

と
い
う
モ
ル
ガ
ン
の
公
式
を
参
照
し
て
、
　
「
塞
本
的
に
は
父
系
制
に
移
行
し
て

い
る
と
は
い
え
、
少
く
と
も
氏
族
共
同
体
と
の
関
連
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
検

証
し
て
ゆ
く
視
角
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
」
人
八
頁
）
と
い
う
の
で
あ

る
。
家
族
成
貴
の
血
縁
傍
結
合
紐
帯
の
あ
り
方
が
、
従
父
兄
弟
や
兄
弟
・
男
子

な
ど
で
あ
る
と
、
な
ぜ
共
同
体
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
の
説
明
は
、
こ
の
モ
ル
ガ
ソ
の
公
式
以
外
に
は
ど
こ
に
も
見
楽
ら
な
い
。

こ
れ
が
血
縁
万
能
憲
義
の
第
一
で
あ
る
。

　
⑧
　
次
に
土
地
所
有
形
態
に
つ
い
て
、
氏
は
「
宅
園
地
に
つ
い
て
よ
う
や
く

私
的
占
有
の
廟
芽
が
み
と
め
ら
れ
」
　
（
三
璽
貝
）
た
段
階
で
あ
っ
て
、
勿
論
耕

地
の
所
有
主
体
は
共
演
体
自
身
だ
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
規

定
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
世
帯
共
同
体
で
は
な
く
家
父
長
制
的
世
帯
共
同
体
だ

か
ら
私
的
占
有
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
　
「
郷
戸
自
身
の
自
立
的
血
縁
結

合
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
…
…
郷
戸
自
身
の
私
的
所
有
権
は
き
わ
め
て
実
現
し

に
く
い
」
　
（
三
五
頁
）
と
い
う
よ
う
な
説
明
し
か
し
て
い
な
い
。
家
族
内
の
血

縁
的
結
合
関
係
か
ら
す
ぐ
に
土
地
所
有
形
態
を
推
測
す
る
と
い
う
強
引
な
方
法

で
あ
り
、
土
地
所
有
形
態
の
分
析
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
㊦
　
次
に
門
脇
氏
は
、
郷
戸
の
形
態
が
、
家
父
長
期
世
帯
共
罰
体
の
A
型
↓

B
型
↓
C
型
専
単
婚
家
族
と
い
う
順
序
で
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を

た
て
、
こ
れ
に
も
と
ず
い
て
、
A
型
よ
り
C
型
の
方
が
先
進
酌
な
家
族
だ
と
か
、

ま
た
A
型
の
多
い
共
周
体
よ
り
も
C
型
や
単
婚
家
族
の
多
い
共
同
体
の
方
が
す

す
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
世

帯
共
同
体
を
構
成
す
る
血
縁
春
の
血
縁
的
結
合
紐
帯
が
次
第
に
せ
ま
く
な
る
こ

と
を
も
っ
て
、
氏
は
家
父
長
制
が
進
行
す
る
過
程
と
み
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
世
帯
共
同
体
の
血
縁
紐
帯
が
従
父
兄
弟
か
ら
兄
弟
へ
と
、
同
一
世
代
の
血
縁

約
結
合
紐
帯
の
枠
を
狼
め
て
ゆ
く
の
は
、
戸
主
を
中
心
と
す
る
瓶
縁
範
囲
の
縮

小
で
あ
り
、
そ
れ
が
端
緒
的
な
家
父
長
制
発
展
の
方
向
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
と

思
わ
れ
る
」
（
一
五
三
頁
）
と
い
う
よ
う
な
個
所
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
血
縁
の
枠
が
せ
ま
く
な
る
こ
と
だ
け
で
家
父
長
制
の
発
展
を

証
囲
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
家
族
成
員
が
ど
の
よ
う
な
血
縁
春
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
家
父
長
制
と
は
、
本
来
何
の
関
係

も
な
い
。
石
母
田
氏
や
藤
閥
氏
以
来
家
父
長
制
の
展
開
を
み
る
た
め
の
手
段
と

な
っ
た
の
は
、
主
戸
の
房
戸
に
対
す
る
強
大
化
と
か
、
奴
碑
や
従
属
的
な
葬
血

縁
春
の
所
有
と
か
、
戸
主
と
他
の
家
族
員
と
の
閥
の
差
甥
的
な
夫
婦
同
居
制
な

ど
で
あ
っ
た
が
、
門
脇
氏
の
方
法
が
、
こ
れ
ら
に
新
し
い
指
標
と
し
て
つ
け
加

わ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
も
し
門
脇
氏
の
シ
ェ
ー
マ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、

共
同
体
の
中
の
有
力
戸
こ
そ
が
先
進
的
な
家
族
形
態
、
つ
ま
り
単
婚
家
族
と
か

C
型
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
こ
と

は
氏
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
々
里
の
国
造
大
庭

や
川
辺
里
の
肥
鴛
猪
平
の
よ
う
な
共
詞
体
の
首
長
も
家
族
形
態
と
し
て
は
羅
内

で
も
と
く
に
後
進
飾
な
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
艦
齢
の
支
配
無
で
あ
る

丁
勝
姓
の
戸
も
有
力
戸
だ
が
家
族
形
態
は
古
い
B
型
と
い
う
こ
と
だ
し
、
三
部
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里
の
単
婚
家
族
は
部
姓
戸
に
の
み
威
立
し
て
園
造
族
の
方
が
か
え
っ
て
単
婚
家

族
が
成
立
し
な
い
で
後
進
的
な
家
族
形
態
と
な
っ
て
い
る
し
、
繊
雲
郷
で
も
単

婚
象
族
は
家
内
奴
隷
制
家
族
の
形
成
に
と
り
の
こ
さ
れ
た
よ
う
な
零
細
戸
に
み

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
門
脇
氏
の
シ
ェ
ー
マ
に
よ
る
先
進
．
・
後

進
と
い
う
断
定
に
う
た
が
い
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
、
氏
の
単
婚
家
族
に
対
す
る
論
鋒
に
も
賛
成
で
き
な
い
。

氏
は
川
辺
里
の
単
婚
家
族
を
、
　
「
わ
が
国
に
お
け
る
単
婚
家
族
成
立
の
端
緒
的

形
態
」
（
一
一
〇
買
）
と
し
て
重
視
し
て
い
る
が
、
薦
自
身
が
い
っ
て
い
る
よ

う
に
、
当
初
の
段
階
で
は
、
寄
口
を
も
た
な
け
れ
ば
単
婚
家
族
が
自
立
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
問
題
は
一
定
の
生
産
力
水
準
に
さ
さ
え
ら
れ
た
協
業
規
模
と
経

営
方
法
で
あ
っ
て
、
血
縁
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
単
婚
小
家
族
の
み
で
自

立
し
う
る
よ
う
な
段
階
は
、
わ
が
国
で
は
十
六
世
紀
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
想
起
す
れ
ば
、
毒
血
縁
者
（
た
と
え
ば
寄
織
）
を
包
含
し
て
一
定
の
協
業

規
模
を
と
と
の
え
た
家
族
の
中
か
ら
血
縁
親
だ
け
の
血
縁
関
係
が
単
婚
家
族
的

で
あ
る
ど
い
う
こ
と
を
櫓
費
す
る
こ
と
に
、
一
体
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
　
一
定
の
協
業
規
模
を
と
と
の
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
単
婚

家
族
の
み
で
構
成
さ
れ
た
小
家
族
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
自
立
し
え
な
い
破
片

的
な
家
族
で
あ
っ
て
、
先
進
醗
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
㊥
　
次
は
農
業
経
営
の
単
位
の
問
題
で
あ
る
が
、
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
経
営

単
位
も
血
縁
的
結
合
紐
帯
が
決
定
し
て
い
る
か
の
如
く
に
説
か
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
氏
は
「
大
島
郷
の
構
成
単
位
は
家
父
長
客
世
帯
共
同
体
で
あ
り
、
そ

れ
が
内
包
す
る
小
世
帯
（
房
戸
）
の
膚
立
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
』
（
工
一
頁
）

と
房
戸
単
位
説
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
小
世
帯
の
自
立
性
が
な
い
こ

と
の
証
明
を
次
の
三
点
で
行
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
　
「
房
戸
主
が
主
房
戸
の
戸

主
の
従
父
兄
弟
や
伯
父
・
従
子
（
甥
）
お
よ
び
兄
弟
と
い
う
鰍
縁
関
係
に
よ
っ

て
結
合
さ
れ
て
い
る
め
で
あ
っ
て
、
房
戸
は
綱
々
別
々
に
孤
立
あ
る
い
は
独
立

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
多
少
と
も
房
戸
を
独
立
的
存
在
な
い
し
基
本
的
社
会

結
合
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
明
か
に
あ
や
ま
り
で
あ
っ
た
扁
　
（
二

二
頁
）
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、
房
戸
の
構
造
を
み
る
と
単
婚
家
族
が
非
常
に

少
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
農
業
経
営
面
か
ら
、
古
島
氏
が
か
つ
て

小
経
営
を
主
張
す
る
根
拠
と
な
っ
た
直
ま
き
、
穂
首
刈
り
な
ど
の
技
術
は
、
考

古
学
の
成
果
か
ら
み
て
、
も
は
や
七
・
八
世
紀
に
は
存
在
せ
ず
、
田
植
・
根
刈

り
・
鉄
製
農
具
な
ど
が
普
及
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
以
上
の
三
点
が
門
脇
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

の
郷
戸
単
位
説
の
主
な
理
由
で
あ
る
。

　
こ
の
中
の
第
三
点
か
ら
み
て
み
る
と
、
古
島
氏
が
小
経
営
と
結
び
つ
け
た
農

業
技
術
を
七
・
八
世
紀
の
時
点
で
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

従
来
の
房
戸
単
位
説
の
批
判
に
は
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
す
で
に
鉄
製
農
具
や

田
植
や
根
刈
り
が
普
及
し
て
い
る
よ
う
な
技
術
水
準
で
は
、
経
営
規
模
や
経
営

形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ

て
い
な
い
。
氏
は
当
時
の
経
営
主
体
は
家
父
長
的
世
帯
共
同
体
自
身
だ
と
い
う

の
で
あ
る
が
（
三
〇
頁
）
、
　
そ
の
よ
う
な
郷
戸
く
ら
い
の
大
き
さ
の
経
営
単
位

と
前
述
の
農
業
技
術
と
が
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
説
明
が
な
け

れ
ば
、
積
極
的
な
郷
戸
単
位
説
に
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
郷
戸
を
経
営
主
体
だ
と
積
極
的
に
主
張
す
る
根
拠

は
、
第
一
と
第
二
の
理
由
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
と

第
二
の
理
由
は
、
ま
さ
に
血
縁
万
能
主
義
で
あ
っ
て
、
房
戸
主
が
中
主
の
従
父

兄
弟
や
従
子
・
兄
弟
で
あ
っ
た
ら
、
な
ぜ
自
立
で
き
な
い
の
か
、
ま
た
、
房
戸

が
単
婚
家
族
な
ら
朝
立
的
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
説
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詳

得
力
あ
る
説
明
を
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
房
戸
単
位
説
を
否
定
す
る
何
ら
の
根

拠
と
も
な
り
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
、
農
業
技
術
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
に
は
す
で
に
鉄

製
農
具
も
一
般
に
普
及
し
て
い
た
よ
う
な
高
い
技
術
水
準
だ
と
す
る
主
張
は

（
二
七
頁
）
、
　
鉄
製
農
呉
が
「
貴
族
に
賜
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
段
階

で
あ
っ
た
か
ら
、
一
般
共
同
体
貴
が
そ
れ
を
自
由
に
入
手
で
き
る
よ
う
な
条
件

は
な
お
十
分
で
は
な
か
っ
た
」
　
（
一
九
二
頁
）
と
い
う
氏
自
身
の
指
摘
と
矛
盾

す
る
よ
う
に
思
う
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

　
以
上
の
諸
点
が
撫
縁
万
能
主
義
の
主
要
な
点
で
あ
る
。

三

　
次
に
門
脇
氏
の
奴
隷
劉
や
奴
隷
の
発
生
過
程
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
入
ろ
う
。

疑
が
第
五
章
で
山
背
国
出
雲
郷
の
計
帳
を
分
析
し
、
こ
こ
で
も
「
共
同
体
の
奴

隷
制
的
分
解
の
発
端
を
示
し
て
い
た
」
（
一
九
四
頁
）
と
し
、
奴
隷
制
祉
会
の

形
成
を
こ
れ
よ
り
後
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
は
全
く
賛
威
で
あ
る
。
そ

こ
で
問
題
は
そ
れ
以
前
の
、
つ
ま
り
古
代
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
の
内
部
に
存
在

す
る
奴
隷
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
氏
は
ま
ず
奴
隷
の
発
生
原
因
に
つ
い
て
、
　
「
奴
隷
の
供
給
源
は
諸
共
同
体
内

部
に
発
生
す
る
も
の
以
外
は
ほ
と
ん
ど
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
一
六

七
頁
）
と
し
て
、
共
同
体
内
郎
に
お
け
る
犯
罪
発
生
説
を
主
張
し
て
い
る
。
そ

う
し
て
、
こ
の
奴
隷
の
発
生
か
ら
奴
隷
制
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
　
「
共
同
体
内

・
部
に
お
け
る
家
父
長
制
の
発
達
↓
共
同
体
内
部
に
お
け
る
共
有
奴
隷
の
発
生
↓

共
有
奴
隷
の
共
同
体
首
長
の
家
内
奴
隷
へ
の
転
化
↓
家
父
長
調
的
家
内
奴
隷
制

の
発
展
」
）
　
一
七
〇
頁
）
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
た
て
て
い
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
に
、
奴
隷
の
発
生
猟
閃
を
主
と
し
て
犯
罪

齎
に
求
め
て
い
る
こ
と
と
、
第
二
に
、
ア
ジ
ア
的
形
態
の
共
同
体
内
部
に
共
有

奴
隷
が
存
在
す
る
の
は
、
家
内
奴
隷
制
が
展
麗
す
る
前
段
階
の
、
し
た
が
っ
て

ア
ジ
ア
酌
な
共
同
体
と
し
て
は
そ
の
末
期
の
、
い
わ
ば
過
渡
的
段
階
と
み
て
い

る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
地
域
的
小

専
制
君
主
の
奴
隷
に
つ
い
て
は
、
征
服
・
被
征
服
と
い
っ
た
発
生
原
悶
は
考
え

ら
れ
な
い
」
　
（
一
六
三
頁
）
と
か
、
　
「
国
内
に
お
け
る
征
服
戦
争
の
結
果
、
被

征
服
者
が
奴
隷
に
な
っ
た
と
い
う
考
え
も
、
四
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
大
規
模
な

征
服
戦
争
の
展
開
を
証
明
し
な
け
れ
ば
、
到
底
成
立
し
が
た
い
」
（
＝
ハ
六
頁
）

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
氏
は
共
同
体
相
互
間
の
階
級
分
化

に
も
と
ず
く
種
々
の
形
態
の
共
同
体
網
互
間
の
ご
く
小
規
模
な
征
駅
・
被
征
服

関
係
の
結
果
発
生
す
る
貢
納
奴
隷
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
小
規
摸
な
征
服
・
被
征
服
関
係
（
そ
れ
は
隠
に
は

武
力
に
よ
る
戦
争
と
い
う
形
を
と
ら
な
く
て
も
よ
い
）
の
つ
み
重
ね
な
し
に
は
、

「
地
域
酌
小
専
制
君
主
」
の
支
配
隅
も
形
成
さ
れ
な
い
し
、
専
制
国
家
体
制
も

生
れ
ば
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
内
部
に
み
ら
れ
る
奴
隷

は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
共
同
体
外
部
か
ら
の
発
生
を
主
た
る
も
の
と
考
え
、
内

部
に
お
い
て
共
同
体
員
の
奴
隷
へ
の
転
落
と
い
う
こ
と
は
原
則
と
し
て
生
じ
な

い
と
み
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奴
隷
は
ま
ず
共
鋳
体
外
都
か
ら
貢
納
と
い
う
よ
う
な

原
因
で
生
れ
、
共
肩
体
内
部
に
お
い
て
共
同
体
員
が
奴
隷
と
奴
隷
所
有
者
と
へ

分
解
す
る
こ
と
は
、
古
典
古
代
社
会
に
お
い
て
は
じ
め
て
展
開
す
る
と
嚢
・
え
る
。

　
門
脇
氏
は
こ
の
よ
う
な
外
部
発
生
の
貢
納
奴
隷
（
そ
の
共
岡
体
内
部
に
お
け

る
所
有
形
態
は
原
鰭
と
し
て
共
有
奴
隷
）
を
無
視
し
、
内
部
発
生
に
の
み
と
ら

わ
れ
る
か
ら
、
共
有
奴
隷
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
な
段
階
は
、
家
内
奴
隷
制
へ
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の
過
渡
的
段
階
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
が
第
二
の
問
題
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
ア
ジ
ア
的
形
態
の
共
隅
体
内
部
の
家
父
長
欄
の
発
展
に
も

と
ず
く
端
緒
的
な
階
級
分
化
と
個
別
経
営
の
発
達
は
、
直
ち
に
家
内
奴
隷
制
を

ひ
き
出
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
共
同
体
の
共
有
奴
隷
の
発
生
と
し
て
結
果
し

て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
内
奴
隷
制
の
形
成
に
先
立
つ
そ
う
い
う
一

時
期
を
考
え
た
い
」
　
（
一
六
二
頁
）
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
わ
か
る
よ
・
）

に
、
共
有
奴
隷
が
内
部
か
ら
発
生
し
て
く
る
よ
う
な
共
同
体
は
、
奴
隷
制
の
方

向
へ
一
定
の
変
質
を
と
げ
た
も
の
、
し
た
が
っ
て
ア
ジ
ア
的
形
態
と
し
て
は
そ

の
解
体
期
の
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
ジ
ア
的
古
代

専
制
国
家
の
形
成
は
、
ご
く
小
規
模
な
共
同
体
相
互
間
の
征
服
・
支
配
隷
属
関

係
の
つ
み
重
ね
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
共
著
体
絹
互

聞
の
支
配
関
係
は
つ
ね
に
貢
納
奴
隷
を
発
生
さ
せ
る
条
件
を
も
つ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
奴
隷
は
、
古
代
専
制
国
家
の
成
立
過
程
の
、
そ
も
そ

も
の
は
じ
め
か
ら
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
古
代
奴
隷
制
社
会
（
東
洋
で
は
家

内
奴
隷
制
を
基
礎
と
す
る
）
の
形
成
に
先
立
つ
、
過
渡
的
な
一
時
期
な
ど
で
は

決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

四

　
こ
こ
ま
で
書
い
た
ら
、
も
う
与
え
ら
れ
た
紙
数
が
な
く
な
っ
た
。
問
題
は
ま
・

だ
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
し
め
く
く
り
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
泓
は
こ
れ
ま
で
門
脇
氏
に
対
す
る
反
論
に
多
く
の
紙
数
を
つ
か
い
す
ぎ
た
き

ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
が
学
界
に
き
わ
め
て
多
く
の
問
題
を
提
起
し
、

嵜
与
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
こ
と
を
み
と
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
私
宙
身
、

本
書
に
教
え
ら
れ
た
点
が
き
わ
め
て
多
い
。
と
く
に
、
部
民
捌
に
つ
い
て
の
分

析
が
光
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
限
ら
れ
た
戸
籍
残
簡
の
中
か
ら
、
部
民
設
定

の
諸
形
態
や
諸
時
期
を
兇
事
に
え
が
き
出
し
た
こ
と
は
、
部
語
聾
研
究
の
新
し

い
水
準
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
外
に
も
、
本
書
の
中
に
は
、
理
論
酌
な

要
請
に
支
え
ら
れ
た
す
ば
ら
し
い
着
想
が
随
所
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
戸
籍
の
中
で
共
益
体
の
首
長
と
思
わ
れ
る
戸
が
集
中
的
に
所
有
す
る
奴
碑

を
、
氏
は
「
本
質
的
に
は
共
同
体
の
共
有
奴
隷
だ
と
思
う
。
県
主
と
し
て
こ
の

家
は
、
俵
統
的
に
神
祭
そ
の
他
に
、
共
有
奴
隷
を
用
い
て
き
た
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
」
　
（
六
六
頁
）
と
す
る
見
解
と
か
、
部
民
の
設
定
に
つ
い
て
、
「
部
民

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
統
一
的
首
長
に
諸
種
の
貢
納
が
済
せ
ら
れ
、
設
定
の
実

際
は
そ
の
地
域
酌
統
一
圏
の
首
長
が
行
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
」
と
（
六
七

頁
）
い
う
よ
う
な
冤
解
は
、
理
論
を
背
景
と
し
た
見
事
な
思
い
つ
き
で
あ
っ
て
、

私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
す
ば
ら
し
い
薪
想
に
対
す
る

論
証
が
ほ
と
ん
ど
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
し

か
し
、
資
料
の
制
約
が
あ
る
の
で
、
論
証
の
不
充
分
さ
を
丸
め
る
よ
り
も
、
そ

れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
む
し
ろ
あ
た
ら
し
い
問
題
視
角
を
提
起
し
た
も
の

と
し
て
、
そ
の
着
想
の
よ
さ
を
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

　
門
脇
氏
と
の
親
し
さ
に
安
ん
じ
て
、
反
論
ば
か
り
を
な
ら
べ
て
、
過
大
の
要

求
を
し
て
ぎ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
反
論
を
な
ら
べ
て
も
、

本
書
の
価
値
が
い
さ
さ
か
も
下
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。

太
壷
岡
の
価
値
を
誰
よ
り
も
高
く
み
と
め
て
い
る
の
は
、
私
自
身
だ
と
僑
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
石
母
田
・
藤
聞
氏
ら
の
理
論
体
系
に
代
る
あ
た
ら
し
い
体
系

の
完
成
に
む
か
っ
て
、
今
後
と
も
氏
と
協
力
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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