
シ
ベ
リ
ア
の
狩
猟
・
皇
嗣
民
と
ト
ナ
カ
イ
飼
育

斎

藤

農

二

シベリアの狩猟・漁拐民とトナカイ飼育（斎藤）

　
〔
要
約
“
　
牧
畜
昆
と
よ
ば
れ
る
種
族
の
中
に
は
、
乾
燥
地
帯
で
馬
、
羊
そ
の
他
を
飼
育
す
る
も
の
と
、
寒
帯
で
ト
ナ
カ
イ
を
飼
育
す
る
も
の
と
に
大
別

さ
れ
る
。
前
港
が
湿
潤
地
帯
あ
る
い
は
オ
ア
シ
ス
と
相
接
し
て
農
耕
と
の
関
連
を
も
つ
の
に
対
し
、
忍
受
は
農
耕
地
帯
か
ら
隔
絶
し
て
い
て
、
狩
猟
・
漁

携
と
の
関
連
を
も
つ
と
い
う
根
本
的
な
差
違
が
あ
る
。

　
ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
は
じ
ま
る
前
の
極
北
の
ツ
ン
ド
ラ
お
よ
び
タ
イ
ガ
地
帯
で
は
、
野
生
ト
ナ
カ
イ
の
狩
猟
と
沿
海
並
び
に
河
川
で
の
漁
携
が
丁
丁
の
生

活
を
支
え
て
い
た
。
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
が
は
じ
ま
っ
て
も
こ
う
し
た
こ
と
は
本
質
的
に
は
変
り
が
な
く
、
タ
イ
ガ
地
帯
で
は
運
搬
用
家
畜
と
し
て
ト
ナ
カ

イ
を
飼
育
し
、
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
で
も
狩
猟
・
受
認
の
補
助
と
し
て
ト
ナ
カ
イ
飼
育
を
行
な
っ
た
傾
向
が
つ
よ
い
。

　
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
が
い
か
に
し
て
発
生
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
不
霊
の
点
が
多
い
が
、
ソ
連
の
民
族
学
者
の
見
解
に
よ
る
と
乾
燥
地
帯
の
牧
蓄
の
影
響

の
下
に
シ
ベ
リ
ア
南
部
の
地
方
に
は
じ
ま
っ
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。
響
岩
を
含
む
中
央
ア
ジ
ア
の
文
化
が
シ
ベ
リ
ア
の
北
端
ま
で
及
び
、
そ
の
過
程
で
タ

イ
ガ
、
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
の
狩
猟
・
漁
携
文
化
を
同
化
し
、
符
猟
・
漁
携
・
ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
新
し
い
文
化
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
ト
ナ
カ
イ
の
棲
息
圏
の
南
限
を
鏡
に
し
て
、
北
の
独
猟
と
結
び
つ
い
た
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
圏
と
南
の
農
耕
と
の
つ
な
が
り
の
密
接
な
縞
羊
の
牧
畜
圏
と
に

大
体
分
け
ら
れ
る
。
南
北
に
ま
た
が
る
ツ
ン
グ
ー
ス
に
つ
い
て
そ
の
こ
と
は
、
か
な
り
明
瞭
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
シ
ベ
リ
ア
に
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
を
も
た
ら
し
た
蝿
族
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
ツ
ン
グ
ー
ス
に
関
す
る
中
国
の
史
書
に
よ
る
研
究
で
は
、
か
れ
ら
の

ト
ナ
カ
イ
飼
育
は
、
相
当
古
い
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
り
、
野
生
ト
ナ
カ
イ
の
馴
化
の
過
程
の
実
証
は
、
た
や
す
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

り
O
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
又
林
　
　
四
九
巻
五
ロ
写
　
　
一
九
ゐ
ハ
論
ハ
年
九
日
〃

は
　
じ
　
め
　
に

牧
畜
に
よ
っ
て
生
活
し
て
き
た
民
族
は
、
世
界
各
地
に
見
ら
れ
、

飼
育
さ
れ
る
動
物
（
家
畜
）
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
・

ア
フ
リ
カ
に
か
け
て
の
乾
燥
地
帯
、
高
原
な
ど
に
馬
、
羊
、
ヤ
ギ
、

ラ
ク
ダ
、

（789）

牛
（
チ
ベ
ッ
ト
の
ヤ
ク
を
含
め
る
）
な
ど
が
代
表
的
な
も
　
鵬



の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
さ
ら
に
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
寒
帯

の
ト
ナ
カ
イ
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ち
で
、
牧
畜
民
あ
る
い
は
遊
牧
民
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
、
い

つ
、
ど
こ
で
、
い
か
に
し
て
発
生
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も

定
説
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
乾
燥
地
帯
に
お
け
る
牧
蓄
は
、
農
耕

か
ら
分
離
し
、
独
立
し
た
と
い
う
説
が
強
い
。
そ
う
し
た
起
源
論
と

は
別
に
、
事
実
、
乾
燥
地
帯
に
お
い
て
牛
、
馬
、
羊
そ
の
他
を
飼
育

し
て
い
る
遊
牧
民
は
、
ほ
と
ん
ど
必
ら
ず
、
オ
ア
シ
ス
ま
た
は
草
原

と
相
接
す
る
湿
潤
地
帯
の
農
耕
民
と
の
接
触
・
交
渉
を
歴
史
的
に
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
敵
対
的
な
形
で
は
、
牧
地
と
提
耕
地
と
の
争
奪

と
か
、
遊
牧
民
の
農
耕
民
に
対
す
る
掠
奪
、
征
服
と
し
て
現
わ
れ
、

互
恵
的
な
関
係
と
し
て
は
、
畜
産
物
と
農
産
物
（
穀
物
・
茶
・
織
物

な
ど
）
と
の
交
易
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
乾
燥
地
帯
の
遊
牧
民

は
純
粋
に
牧
畜
の
み
に
よ
っ
て
生
活
し
て
は
お
ら
ず
、
何
ら
か
の
形

で
農
耕
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
牧
畜
生
活
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
極
北
の
タ
イ
ガ
か
ら
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
に
居
住
す
る
牧
畜
民

ー
ト
ナ
カ
イ
飼
育
民
－
…
に
関
し
て
は
、
農
耕
と
の
か
か
わ
り
あ

い
を
直
接
的
な
形
で
は
見
出
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
後
述
）
。

ト
ナ
カ
イ
飼
育
民
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
狩
猟
・
漁
携
（
海
獣
狩

猟
を
含
む
）
と
の
か
か
わ
り
あ
い
が
緊
密
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
と
狩
猟
・
漁
携
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
狩
猟
・
漁
携
・
ト
ナ
カ
イ
飼
育
は
、
北
方
の
三
位
一
体
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
同
じ
く
非
森
林
地
帯
の
闇
放
的
な
地
域

…
ス
テ
ッ
プ
と
ツ
ン
ド
ラ
ー
で
群
を
つ
く
り
遊
牧
を
す
る
習
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
あ
る
動
物
－
羊
と
ト
ナ
カ
イ
…
を
家
畜
化
し
て
い
て
も
、
乾

燥
地
帯
の
ス
テ
ヅ
プ
の
牧
畜
民
と
寒
帯
の
ツ
ン
ド
ラ
の
そ
れ
と
で
は
、

か
な
り
性
質
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

主
に
ソ
連
の
民
族
学
界
の
成
果
の
一
端
を
手
が
か
り
に
、
ツ
ン
ド
ラ

地
帯
の
諸
民
族
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
と
ト
ナ
カ
イ
匙
の
関
係
に
焦
点

を
あ
て
な
が
ら
考
察
し
、
さ
ら
に
は
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
起
源
に
つ

い
て
、
乾
燥
地
帯
の
牧
畜
と
の
関
遮
づ
け
な
ど
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、
ト
ナ
カ
イ
の
狩
猟

　
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
ト
ナ
カ
イ
の
分
布
範
囲
は
第
一
図
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
で
北
緯
六
十
度
内
外
、
極
東
地

方
で
北
緯
五
十
度
内
外
が
そ
の
南
限
と
さ
れ
、
日
本
に
近
い
と
こ
ろ
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③

で
は
樺
太
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
は
、
永
久
凍
土
の
存
在
す
る
地

帯
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
こ
れ
は
、
年
平
均
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
ニ
度
C
以

下
の
地
域
に
あ
た
る
。
植
生
で
は
、
タ
イ
ガ
北
端
か
ら
ツ
ン
ド
ラ
地

帯
で
、
そ
こ
に
生
え
る
地
衣
類
が
ト
ナ
カ
イ
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
き
な
い
食
物
で
あ
る
。
人
心
の
側
か
ら
み
る
と
、
こ
こ
は
、
一
般

に
農
耕
の
不
可
能
な
地
方
で
狩
猟
・
漁
網
民
の
み
が
居
住
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
野
生
の
ト
ナ
カ
イ
は
夏
と
冬
と
で
棲
息
場
所
を
異
に
し
、
夏
は
北

の
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
、
冬
は
南
の
タ
イ
ガ
と
ツ
ン
ド
ラ
と
の
接
す
る
地

帯
一
森
林
ツ
ソ
ド
ラ
ー
と
ほ
ぼ
決
っ
た
コ
ー
ス
と
範
賜
を
大
群

を
な
し
て
移
動
す
る
。
そ
の
距
離
は
数
否
キ
ロ
か
ら
千
キ
ロ
余
り
に

も
達
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
移
動
の
原
因
は
冬
の
厳
寒
を
さ
け
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

南
下
と
、
夏
の
虻
、
蚊
な
ど
の
害
虫
を
さ
け
て
の
北
上
と
さ
れ
、
そ

れ
に
附
随
し
て
餌
と
な
る
植
生
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
野
生
ト
ナ
カ
イ
を
狩
猟
の
対
象
と
し
、
そ
れ
が
極
北
の
住
民

の
生
活
の
支
え
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
起
源
の
問
題
は
、
飼

育
の
起
源
な
ど
と
あ
わ
せ
て
後
に
触
れ
た
い
が
、
ひ
と
ま
ず
、
新
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

器
時
代
の
中
・
末
期
と
い
う
説
に
従
っ
て
お
こ
う
。
原
初
的
忙
は
、

河
川
や
海
の
沿
岸
に
定
着
し
て
漁
携
と
海
獣
狩
猟
を
し
て
い
た
極
北

141 （791）



の
住
民
が
ツ
ン
ド
ラ
の
原
野
を
エ
ク
メ
ネ
ー
と
し
得
た
の
は
、
ト
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

カ
イ
狩
猟
の
技
術
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ト
ナ
カ
イ
の
狩
猟
方
法
に
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
最
も
有
効
な
方

法
は
、
水
上
で
捕
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ト
ナ
カ
イ
は
、
春
と
秋
の

大
群
に
よ
る
移
動
の
際
、
コ
ー
ス
の
途
中
に
あ
る
河
川
で
は
、
毎
年
、

決
っ
た
地
点
で
渡
河
を
す
る
習
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
渡
河
点
に
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

伏
せ
し
て
、
河
の
中
で
捕
え
る
の
で
あ
る
。
最
も
初
期
の
段
階
で
は

こ
れ
を
浅
瀬
で
行
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
さ
え
も
、

数
下
野
で
、
も
し
保
存
が
き
く
な
ら
ば
、
一
年
中
の
食
料
を
確
保
す

る
に
足
る
だ
け
の
狼
猟
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
後
に
な
る

と
、
皮
張
り
ま
た
は
丸
木
の
小
舟
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ヌ
ガ
ナ
サ
ン
、
エ
ネ
ッ
な
ど
に
今
鼠
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
の
方
法
で

は
、
渡
河
の
途
中
、
泳
い
で
い
る
ト
ナ
カ
イ
の
群
の
中
へ
狩
人
達
が

舟
を
乗
入
れ
て
槍
で
突
ぎ
殺
し
，
他
の
一
団
の
者
が
下
流
で
そ
れ
を

拾
い
上
げ
る
の
で
あ
る
。
ヌ
ガ
ナ
サ
ソ
に
は
、
春
、
秋
の
移
動
期
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

外
に
も
、
こ
れ
に
似
た
狩
猟
方
法
と
し
て
、
川
と
か
湖
の
岸
に
欄
を

つ
く
っ
て
出
口
を
水
上
に
つ
く
り
、
ト
ナ
カ
イ
を
水
中
に
追
込
む
と

か
、
川
や
湖
の
岬
で
対
岸
が
崖
に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
追
い
つ
め
て
捕

え
る
と
い
っ
た
例
が
あ
り
、
こ
う
し
た
場
合
、
猟
犬
が
使
わ
れ
て
い

る
。　

水
上
狩
猟
以
外
の
方
法
に
は
、
皮
を
編
ん
だ
網
と
か
囲
い
の
中
に

追
込
む
も
の
が
ツ
ン
ド
ラ
一
帯
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
、
そ
の
他
落
し
穴
、

仕
掛
け
弓
の
方
法
な
ど
が
あ
る
。
個
人
に
よ
る
狩
猟
と
し
て
囮
を
使

っ
て
誘
う
と
か
楯
に
か
く
れ
た
り
、
ト
ナ
カ
イ
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
獲

物
に
近
づ
き
、
投
縄
で
捕
え
る
な
ど
が
あ
る
。
こ
と
に
投
縄
の
技
術

は
飼
育
ト
ナ
カ
イ
の
群
の
中
か
ら
一
頭
を
捕
え
る
場
合
に
も
重
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
狩
猟
を
行
な
う
民
族
で
は
、
マ
ヤ
ト
の
例
に
よ

る
と
二
・
三
十
人
の
狩
人
と
そ
れ
に
と
も
な
う
女
・
子
供
が
ひ
と
つ

の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
得
た
獲
物
は
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
二
・
三
例
を
あ
げ
る
と
、
狩
場
で
差
し
か
け
小
屋
を
つ
く
り
、

そ
の
中
に
綿
し
て
お
く
と
か
、
穴
に
隠
し
皮
と
か
石
で
覆
い
を
し
て

保
存
し
、
そ
の
附
近
に
半
地
下
式
の
住
居
を
つ
く
る
。
狩
猟
の
止
む

冬
に
は
、
こ
う
し
て
何
ヵ
所
か
に
つ
く
っ
て
お
い
た
貯
え
を
次
々
と

食
べ
な
が
ら
氷
上
で
の
身
重
な
ど
を
し
て
生
活
す
る
（
マ
ヤ
ト
）
。

ま
た
、
獲
物
の
肉
・
脂
・
魚
な
ど
を
秋
に
氷
づ
け
に
し
て
ツ
ン
ド
ラ

に
残
し
て
行
き
、
春
に
タ
イ
ガ
地
方
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り
の
食
料
の

乏
し
い
時
期
の
た
め
の
備
え
と
す
る
（
ヌ
ガ
ナ
サ
ソ
）
。
こ
れ
ら
は
、
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永
久
凍
土
の
存
在
す
る
寒
帯
な
れ
ば
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
ヌ

ガ
ナ
サ
ン
お
よ
び
そ
の
他
に
広
く
行
な
わ
れ
る
別
の
肉
の
保
存
方
法

と
し
て
乾
燥
肉
に
す
る
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
夏
か
ら
秋
に

か
け
て
肉
を
野
天
干
し
に
し
て
、
細
か
く
切
り
、
こ
れ
に
脂
肪
を
ま

ぜ
て
再
び
乾
燥
さ
せ
、
皮
袋
な
ど
に
入
れ
て
賠
え
て
お
く
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

二
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
の
形
態
に
つ
い
て

　
シ
ベ
リ
ア
各
地
に
お
け
る
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
昼
時
は
大
別
し
て
二

つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
群
と
し
て
飼
育
し
、
遊
牧
を

行
な
う
も
の
で
、
主
に
人
間
の
衣
食
住
の
源
と
し
て
利
用
す
る
場
合

で
あ
り
、
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
に
一
般
的
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
方
は
、

ト
ナ
カ
イ
を
単
独
で
か
、
あ
る
い
は
、
鬼
頭
で
用
い
、
そ
の
背
に
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

物
や
人
を
乗
せ
る
か
機
を
引
か
せ
る
利
用
の
場
合
で
あ
り
、
タ
イ
ガ

恒
常
に
比
較
的
多
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
牧
畜
を
比

喩
的
に
見
れ
ば
、
乾
燥
地
帯
に
お
け
る
羊
と
馬
の
役
割
を
タ
イ
ガ
や

ツ
ン
ド
ラ
地
帯
で
は
ト
ナ
カ
イ
が
兼
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。

　
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
に
は
、

こ
の
羊
型
の
飼
育
と
馬
型
の
飼
育
と
を
分
け
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
つ
れ
の
ト
ナ
カ
イ
飼
育
に
せ
よ
、
は
じ
め

に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
狩
猟
・
漁
携
も
と
も
な
っ
た

上
で
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
a
、
狩
猟
・
漁
携
に
璽
点
を
お
く
遊
牧

　
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
最
北
端
に
居
住
す
る
ヌ
ガ
ナ
サ
ソ
か
ら
み
て
ゆ
こ

⑬う
。
か
れ
ら
の
生
業
は
野
生
ト
ナ
カ
イ
、
ガ
チ
ョ
ウ
、
北
極
ギ
ツ
ネ

な
ど
の
狩
猟
、
そ
れ
に
漁
携
と
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
で
あ
る
。
そ
し
て

冬
は
森
林
北
限
附
近
に
、
夏
は
タ
イ
ミ
ル
半
島
の
ツ
ン
ド
ラ
へ
と
移

動
し
て
生
活
し
て
い
る
。
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
は
し
て
い
て
も
、
半
飢

餓
状
態
の
時
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
と
に
春
に
は
そ
の
傾
向
が
つ
よ

い
と
い
う
。
夏
に
は
、
一
部
の
老
が
軽
装
で
半
島
の
奥
ま
で
ト
ナ
カ

イ
狩
に
出
か
け
、
そ
の
他
の
も
の
は
鳥
狩
や
漁
携
を
行
な
い
、
秋
に

な
る
と
大
が
か
り
な
野
生
ト
ナ
カ
イ
狩
が
渡
河
点
で
行
な
わ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
⑭

の
あ
と
氷
上
漁
携
を
や
り
、
初
雪
と
と
も
に
森
林
限
界
の
地
方
へ
と

南
下
す
る
。
し
か
し
、
一
部
は
、
冬
も
ツ
ン
ド
ラ
に
止
ま
っ
て
二
・

三
家
族
で
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
、
石
、
流
木
、
芝
土
な
ど
で
覆
っ
た

半
地
下
式
往
居
に
住
み
、
氷
上
漁
揚
で
夏
の
閥
に
貯
え
た
食
料
を
補

な
い
な
が
ら
越
冬
す
る
。
こ
う
し
た
ヌ
ガ
ナ
サ
ソ
の
生
活
で
は
、
ト
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飼育トカ
カイ数

ヌガナサンの構成とトナカイ頭数
1）名 1家族数1　人　　口

総数矯族
工菊族（PO双）名 1家族数

アヴアムスキー・ヌガナサン（遊牧纈1～V）

4495

44・75

9254

4931

1316

24471

環
娼
妬
服
灘
蘭

鵬
㎜
驚
聡
磁
脳

20

Q9

R9

t
1
6
聡

チュナソチェヲ

リナソチエヲ

ニノソジx
ヌゴムジェ
ヌガムトソ
　　計

ヴアジエエフスキー・ヌガナサソ（遊牧圏W）

307

19e4

672

642

103

170

3798

5．5

5．9

4．9

4．8

6．0

11．0

5．0

認
引
墨
二
子
u
謝

6
1
2
1
5
5
2
王
4
1

ウ
ク
リ
　
ハ
ブ
ホ

ド

ソ
チ
　
サ
イ
ル

・
プ
。
プ
ゴ
ヨ
計

シ
ア
ク
コ
ラ
ヌ
ニ

ドルガソ・ヌガナサソ（V～W内に散在）

オ コ 1工 69 6．3 362ro

二 言十　　　　　170　　　　　867 5．1 31894

（V．0．五〇∬取Ix　195王による）

ナ
カ
イ
は
狩
猟
動
物
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
肉
は
、
飼
育
ト
ナ

カ
イ
の
も
の
よ
り
好
ま
れ
る
と
い
う
。
飼
育
ト
ナ
カ
イ
も
野
生
に
近

い
性
質
を
も
ち
、
虻
の
発
生
す
る
夏
期
な
ど
、
群
を
保
た
せ
る
た
め

に
犬
も
使
っ
て
昼
夜
を
分
た
ぬ
監
視
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
ヌ
ガ
ナ
サ
ソ
の
居
住
範
囲
（
遊
牧
圏
）
は
第
二
図
の
如
く
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

人
口
・
聖
遷
ト
ナ
カ
イ
頭
数
な
ど
右
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
、

　
ド
ル
ガ
ソ
の
例
で
あ
る
が
、
ツ
ン
ド
ラ
で
の
遊
牧
は
、
遊
牧
群
を

地
域
集
団
ご
と
に
つ
く
り
、
牧
夫
を
順
番
に
出
し
て
放
牧
さ
せ
、
そ

　
と
こ
ろ
で
、
狩
猟
や
漁
携
、

々
は
湖
や
河
川
の
沿
岸
に
一
定
国
営
定
濁
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

間
、
ト
ナ
カ
イ
の
遊
牧
と
両
立
し
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
ト
ナ
カ
イ

を
自
然
の
ま
ま
の
放
し
飼
い
に
す
る
の
と
、
特
定
の
牧
夫
に
放
牧
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

任
せ
る
例
と
が
で
て
く
る
。
ま
ず
、
ケ
ー
ト
で
は
、
ト
ナ
カ
イ
を
飼

う
も
の
は
全
体
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
、
そ
れ
も
き
わ
め
て
幼

稚
な
飼
い
方
と
い
う
。
春
、
直
参
が
は
じ
ま
る
と
主
に
役
畜
と
し
て

使
わ
れ
る
ト
ナ
カ
イ
は
森
へ
放
し
て
し
ま
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
セ

の
問
、
他
の
成
員
は
狩
猟
・
一
一
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
飼
育
さ
れ
る
ト
ナ
カ
イ
の
群
と
群
の
境
は
、
自
然

の
境
界
、
す
な
わ
ち
、
湖
、
川
、
山
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
夏
の
牧
地
が
広
い
の
に
対
し
て
、
冬
の
そ
れ

は
著
る
し
く
せ
ま
い
が
、
タ
イ
ガ
内
で
の
冬
の
飼
育
方
法

は
、
夏
の
遊
牧
群
を
細
分
し
て
、
五
な
い
し
十
家
族
ご
と

に
決
め
ら
れ
た
森
林
範
闘
内
で
柵
を
設
け
て
飼
育
し
、
こ

れ
を
移
動
さ
せ
て
行
く
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
住
居
も

一
丸
に
数
回
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
ト
ナ
カ
イ

の
冬
の
餌
は
、
苔
類
以
外
に
森
林
内
の
草
、
灌
木
な
ど
と

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
に
漁
携
に
重
点
が
あ
る
と
、
人
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リ
ク
ー
プ
に
も
み
ら
れ
、
夏
の
間
は
、
全
く
監
視
を
せ
ず
、
し
ば

し
ば
出
産
期
（
春
）
ま
で
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
エ
ヴ
ェ
ソ

で
は
キ
ノ
コ
を
食
わ
せ
る
た
め
に
秋
に
自
然
放
牧
を
さ
せ
犬
を

使
っ
て
ま
た
群
を
あ
つ
め
る
。
こ
う
し
た
放
牧
を
行
な
う
と
｝

ナ
カ
イ
を
集
め
る
の
に
困
難
が
と
も
な
う
ら
し
く
、
マ
ン
シ
で

は
、
初
雪
が
降
る
と
ト
ナ
カ
イ
集
め
に
か
か
る
が
、
そ
れ
が
二

ヵ
月
も
要
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
放
牧
は
、
エ
ヴ
エ
ソ
キ

で
多
頭
飼
育
を
し
て
い
る
も
の
に
も
み
ら
れ
、
か
れ
ら
は
移
動
．

の
時
期
と
か
市
場
へ
つ
れ
て
行
く
時
に
集
め
る
。

　
次
に
、
牧
夫
を
雇
っ
て
合
併
放
牧
を
行
な
う
例
を
い
く
つ
か

あ
げ
よ
う
。
ハ
ン
ト
、
マ
ソ
シ
は
、
春
か
ら
北
方
へ
移
動
し
て
、

北
極
海
沿
岸
で
海
獣
狩
猟
と
漁
携
を
行
な
う
が
、
そ
の
間
、
ト
ナ

カ
イ
の
遊
牧
は
、
右
に
あ
げ
た
例
の
ほ
か
、
各
家
族
の
ト
ナ
カ
イ

を
合
併
し
て
ウ
ラ
ル
山
地
に
放
牧
さ
せ
、
こ
れ
に
は
特
定
の
牧

夫
が
従
っ
て
行
く
。
ウ
ラ
ル
へ
の
放
牧
は
ト
ゥ
ヴ
ィ
ン
ツ
も
行

な
い
、
冬
の
住
地
か
ら
百
キ
ロ
以
上
へ
だ
た
る
山
地
へ
向
い
、
夏

に
は
雪
山
に
近
づ
き
、
九
月
に
下
山
し
は
じ
め
る
。
い
ま
ひ
と
つ
、

森
林
地
帯
か
ら
外
へ
出
な
い
エ
ヴ
ェ
ソ
ク
の
例
で
あ
る
が
、
か

　
　
　
　
　
　
⑲

れ
ら
は
、
一
家
族
平
均
、
役
畜
と
し
て
二
十
五
頭
程
度
の
ト
ナ
カ
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イ
を
飼
っ
て
い
て
、
冬
の
タ
イ
ガ
で
の
狩
猟
期
を
終
え
る
と
数
家
族

が
集
ま
っ
て
、
ト
ナ
カ
イ
は
出
産
に
適
し
た
高
燥
地
に
移
す
。
そ
こ
で

雌
の
ト
ナ
カ
イ
は
分
け
て
棚
内
に
入
れ
、
害
虫
を
煙
い
ぶ
し
を
し
て

さ
け
な
が
ら
飼
育
す
る
。
こ
の
合
併
放
牧
は
夏
中
つ
づ
き
、
秋
・
冬
の

狩
の
シ
ー
ズ
ン
に
入
る
と
再
び
タ
イ
ガ
内
に
家
族
単
位
で
四
散
す
る
。

　
牧
夫
と
し
て
放
牧
に
従
事
す
る
も
の
に
も
い
く
つ
か
の
類
別
が
で

き
る
。
コ
リ
ャ
ー
ク
、
ド
ル
ガ
ソ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
家
族
中
の
青

壮
年
男
子
が
こ
れ
に
当
り
そ
れ
が
順
番
に
出
て
群
を
守
る
と
い
う
例

が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
飼
育
す
る
ト
ナ
カ
イ

の
数
に
よ
っ
て
異
な
る
ら
し
い
。
後
述
の
ネ
ネ
ツ
な
ど
で
は
、
合
併

し
て
放
牧
さ
れ
る
ト
ナ
カ
イ
の
頭
数
が
数
千
頭
に
も
な
る
と
、
そ
の

た
め
の
牧
夫
は
ト
ナ
カ
イ
の
大
所
有
者
に
従
属
す
る
下
層
層
と
な
る
。

　
　
b
、
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
に
山
踏
の
あ
る
も
の

　
こ
れ
に
含
ま
れ
る
種
族
は
ネ
ネ
ツ
、
チ
ュ
ク
チ
、
コ
リ
ャ
ー
ク
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
に
ユ
カ
ギ
ー
ル
な
ど
で
あ
る
。
か
れ
ら
も
ま
た
、
狩
．
猟
・
漁
携
と

は
縁
が
あ
り
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
専
業
化
し
た
の
は
比
較
的
新
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ロ
シ
ア
人
と
の
接
触
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
ず
、
チ
ュ
ク
チ
で
あ
る
が
、
こ
の
種
族
は
東
北
ア
ジ
ア
に
住
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

古
ア
ジ
ア
族
中
、
最
大
の
人
口
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
う
ち
、

約
七
十
．
パ
ー
セ
ン
ト
が
ト
ナ
カ
イ
に
よ
る
遊
牧
生
活
を
し
な
が
ら
ツ

ン
ド
ラ
地
帯
に
居
住
し
、
あ
と
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
は
、
海
岸

地
方
に
定
着
し
て
海
獣
狩
猟
や
漁
携
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
ト
ナ
カ
イ
・
チ
ュ
ク
チ
と
定
住
チ
ュ
ク
チ
と
は
、
経
済
上
無

縁
で
は
な
く
、
種
族
的
に
も
近
縁
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
両
者

は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
互
い
に
入
れ
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

海
辺
の
定
住
考
が
ト
ナ
カ
イ
の
群
を
手
に
入
れ
て
遊
牧
生
活
老
に
変

る
と
か
、
逆
に
遊
牧
生
活
を
し
て
い
た
も
の
が
ト
ナ
カ
イ
を
手
ば
な

し
て
海
辺
に
定
着
し
、
狩
猟
・
必
携
者
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

な
お
ま
た
、
両
者
の
審
問
的
な
も
の
で
、
ト
ナ
カ
イ
を
五
十
な
い
し

百
五
十
頭
程
度
飼
っ
て
い
て
、
海
岸
近
く
の
ツ
ン
ド
ラ
で
遊
牧
を
し

な
が
ら
海
の
獲
物
も
捕
え
る
と
い
う
例
も
あ
る
。

　
チ
ュ
ク
チ
の
ト
ナ
カ
イ
飼
育
法
は
、
犬
を
飼
わ
ず
牧
夫
の
み
に
よ

る
管
理
に
よ
っ
て
い
る
。
夏
の
虻
や
蚊
の
大
発
生
す
る
季
節
に
も
ま

た
冬
の
吹
雪
、
狼
の
思
羽
な
ど
に
よ
っ
て
も
群
が
散
っ
て
し
ま
い
、

牧
夫
は
行
方
不
明
の
ト
ナ
カ
イ
を
捜
す
仕
事
を
た
え
ず
負
わ
さ
れ
全

部
を
つ
れ
も
ど
す
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
チ
ュ
ク
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
ト
ナ
カ
イ
の
馴
化
程
度
の
低
い
こ
と
も
こ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
役

畜
と
し
て
使
う
た
め
に
群
の
中
の
ト
ナ
カ
イ
を
投
縄
で
捕
え
る
と
か
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塩
な
ど
で
お
び
き
よ
せ
る
な
ど
狩
猟
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
方
法
が

生
き
て
い
る
の
も
そ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
ト
ナ
カ
イ
・
チ
ュ
ク
チ
で
は
、
こ
の
遊
牧
に
よ
っ
て
生
活
必
需
品

を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
海
獣
狩
猟
や
漁
携
を

し
て
い
る
沿
岸
チ
ュ
ク
チ
と
の
聞
に
恒
常
的
な
交
易
関
係
が
あ
り
、

灯
・
暖
房
用
の
ア
ザ
ラ
シ
の
脂
と
ト
ナ
カ
イ
皮
の
交
換
な
ど
を
行
な

っ
て
い
る
。

　
チ
ュ
ク
チ
と
よ
く
似
た
生
活
を
し
て
い
る
コ
リ
ャ
ー
ク
の
場
禽
を

例
に
そ
の
遊
牧
方
法
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
冬
に
は
、
住
居

の
附
近
で
の
放
牧
か
ら
次
第
に
餌
の
よ
い
場
所
を
求
め
て
ト
ナ
カ
イ

の
群
は
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
一
家
の
主
が
橋
に
乗
っ
て
遠
出
し
て
は

良
好
な
牧
地
を
さ
が
し
、
放
牧
地
が
住
居
か
ら
著
る
し
く
遠
く
な
る

と
、
一
家
を
あ
げ
て
群
の
近
く
に
移
佐
す
る
。
こ
う
し
た
鶴
居
の
移

動
を
一
部
に
数
回
行
な
う
こ
と
は
、
先
の
ド
ル
ガ
ソ
の
例
と
岡
じ
で

あ
る
。

　
春
、
出
産
が
近
づ
く
と
雌
の
ト
ナ
カ
イ
は
群
が
ら
分
け
ら
れ
、
五

月
頃
に
は
、
生
ま
れ
た
仔
ト
ナ
カ
イ
の
世
話
・
保
護
な
ど
の
仕
泰
に

家
族
全
員
が
忙
殺
さ
れ
る
。

　
夏
に
な
る
と
害
虫
を
さ
け
、
ま
た
良
い
苔
類
の
生
え
た
牧
地
を
求

め
て
霞
地
の
ツ
ン
ド
ラ
帯
へ
向
う
。
こ
の
聞
の
放
牧
の
結
果
が
、
ト

ナ
カ
イ
の
肥
え
具
合
を
大
き
く
左
右
す
る
の
で
、
牧
夫
に
は
、
ツ
ソ

ヂ
ラ
に
饗
す
る
深
い
知
識
と
か
経
験
の
豊
か
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
コ

リ
ヤ
ー
ク
で
も
犬
を
飼
わ
ず
、
牧
夫
の
速
い
足
、
鋭
い
勘
、
巧
み
な

投
縄
の
技
術
な
ど
が
群
を
保
護
す
る
の
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
方
、
夏
の
黒
酒
は
一
般
に
魚
類
の
豊
寓
な
河
川
の
沿
岸
に
お
か
れ

漁
携
も
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。

　
九
月
か
ら
十
月
の
初
め
、
ト
ナ
カ
イ
の
群
は
山
地
を
下
っ
て
住
居

地
に
集
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
隣
、
ト
ナ
カ
イ
を
迎
え
る
儀
式
が
く
り

　
　
　
　
　
⑳

ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
初
雪
を
み
る
と
森
林
の
冬
の
牧
地
へ
と

移
動
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
で
飼
養
さ
れ
る
ト
ナ
カ
イ
の
数
は
、

二
十
世
紀
の
は
じ
め
の
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
例
に
よ
る
と
一
万
頭
に
達
す

る
群
を
二
・
三
持
つ
と
い
う
よ
う
な
大
所
有
者
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

ト
ナ
カ
イ
遊
牧
に
お
け
る
所
有
形
態
を
ネ
ネ
ツ
の
場
合
に
つ
い
て
一

干
し
て
お
く
。

　
十
九
世
紀
末
、
ネ
ネ
ソ
の
家
族
の
八
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
全
ト
、

ナ
カ
イ
の
二
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
も
ち
、
こ
れ
は
頭
数
に
す
る
と

各
肉
数
頭
な
い
し
、
百
頭
前
後
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
七
・
二
．
ハ
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ー
セ
ソ
ト
の
も
の
が
全
頭
数
の
七
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
百
頭
以
上

数
千
頭
の
群
を
も
っ
て
い
た
。
遊
牧
地
と
な
る
ツ
ン
ド
ラ
は
、
一
応

は
共
有
地
と
さ
れ
て
い
て
も
、
事
実
上
は
大
群
を
所
有
す
る
有
力
者

の
支
配
権
が
及
ん
で
お
り
、
数
十
キ
ロ
か
ら
百
キ
ロ
に
わ
た
る
交
通

の
ル
ー
ト
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
、
放
牧
に
必
要
な
物
資
の
補
給
と

か
牧
夫
へ
の
監
督
な
ど
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
有
力

な
大
所
有
者
の
下
に
あ
っ
て
鋤
く
牧
夫
へ
の
支
配
形
態
に
は
大
略
次

の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

　
放
牧
の
た
め
の
牧
夫
の
雇
傭
。
少
数
の
ト
ナ
カ
イ
を
も
っ
て
い
る

者
と
か
全
く
も
た
な
い
老
が
傭
わ
れ
る
。
自
分
の
断
窟
の
少
数
の
ト

ナ
カ
イ
を
飼
養
す
る
も
の
も
、
牧
地
の
確
保
、
そ
の
他
の
面
で
大
所

海
老
に
事
実
上
、
従
属
し
て
生
活
す
る
。

　
秋
の
ト
ナ
カ
イ
の
屠
殺
の
時
期
に
肉
と
か
皮
を
儲
り
る
。
そ
し
て
、

翌
年
の
秋
ま
た
は
冬
に
狩
猟
で
得
た
毛
皮
や
魚
、
海
獣
な
ど
の
獲
物

に
よ
っ
て
返
済
す
る
。

　
未
訓
練
の
役
畜
用
の
ト
ナ
カ
イ
を
階
り
受
け
、
こ
れ
を
訓
練
し
て

返
す
。
ま
た
、
役
畜
を
借
り
て
使
用
料
を
払
う
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
に
お
け
る
支
配
関
係
あ
る
い
は
搾
取
関

係
は
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
そ
の
も
の
の
内
で
は
行
な
わ
れ
ず
、
有
力
者

に
従
属
す
る
も
の
を
使
っ
て
、
野
生
の
動
物
の
毛
皮
と
か
漁
携
に
よ

る
魚
な
ど
を
得
る
た
め
の
関
係
と
い
う
の
が
比
較
的
多
か
っ
た
ら
し

い
。
す
な
わ
ち
、
ト
ナ
カ
イ
の
大
群
を
研
有
す
る
も
の
で
も
狩
猟
・

表
意
と
は
絶
縁
し
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
獲
物
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に

得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
っ
有
利
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
専
業
化
さ
れ
、
大
群
を
所
有
す
る
も
の
が
現
わ
れ

た
の
は
、
シ
ベ
リ
ア
原
住
民
の
ロ
シ
ア
人
と
の
接
触
以
後
（
十
七
世

紀
な
い
し
十
九
世
紀
以
後
）
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
が
ウ
ラ
ル
山
脈
を

越
え
て
シ
ペ
リ
T
の
奥
深
く
侵
入
し
た
の
は
、
高
価
な
商
吊
と
な
る

毛
皮
を
求
め
た
の
が
最
初
の
動
機
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
シ
ベ
リ
ア
原

住
民
の
間
で
は
、
従
来
あ
ま
り
狩
猟
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
北
極
狐
（
食
用
に
な
ら
な
い
）
な
ど
の
狩
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
と

ト
ナ
カ
イ
を
狩
猟
・
漁
携
を
と
も
な
っ
た
自
給
生
活
に
必
要
な
頭
数

を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
ほ
ど
多
数
飼
養
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
は
、

と
も
に
ロ
シ
ア
商
業
資
本
の
侵
透
に
よ
っ
て
引
起
さ
れ
た
変
化
で
あ

ろ
う
。

　
ロ
シ
ア
人
到
来
前
の
シ
ベ
リ
ア
原
注
民
が
自
給
的
狩
．
猟
・
漁
携
・

ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
食
生
活
の

上
で
も
、
池
地
域
と
は
違
っ
た
特
色
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

148 （79S）



シベリアの狩猟・漁携疑とトナカイ鋼資（斎藤）

　
農
耕
の
存
在
し
な
い
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
の
住
民
に
は
元
来
、
穀
物
を

食
べ
る
習
慣
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
狩
猟
・
漁
携
の
獲
物
が

主
要
な
食
料
源
で
あ
り
、
そ
の
他
に
ツ
ン
ド
ラ
な
い
し
は
森
林
ツ
ン

ド
ラ
に
自
生
す
る
植
物
の
根
、
野
イ
チ
ゴ
な
ど
を
食
べ
て
い
る
。
植

物
性
の
繊
維
質
と
し
て
は
、
屠
殺
し
た
ト
ナ
カ
イ
の
胃
袋
の
内
容
物

で
あ
る
青
い
カ
ユ
状
に
な
っ
た
苔
類
（
踏
雲
霧
。
§
ぴ
）
に
動
物
の
血
、

脂
肪
な
ど
を
加
え
た
も
の
が
チ
ュ
ク
チ
の
常
食
の
う
ち
に
加
え
ら
れ

㊧
る
。　

遊
牧
畏
に
は
、
そ
の
飼
養
す
る
家
畜
の
搾
乳
が
と
も
な
う
と
一
般

に
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
ト
ナ
カ
イ
飼
育
民
を
み
る
と
、
ツ
ン

グ
ー
ス
系
の
エ
ヴ
ェ
ソ
ク
、
ト
ル
コ
系
の
ト
ゥ
ヴ
ィ
ソ
ツ
に
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
両
種
族
と
も
奄
ソ
ゴ
リ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
に
接
近
し
て

居
住
す
る
こ
と
は
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
の
系
譜
を
考
え
る
上
の
ひ
と
つ

の
材
料
と
な
り
得
よ
う
。

　
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
の
外
の
世
界
と
の
恒
常
的
な
交
渉
の
存
在
の
可
能

性
を
暗
示
す
る
も
の
に
こ
の
ほ
か
、
茶
の
飲
用
が
あ
げ
ら
れ
る
。
茶

を
飲
む
習
［
慣
は
、
ネ
ネ
ツ
、
セ
リ
ク
ー
プ
、
　
エ
ヴ
ェ
ソ
ク
、
チ
ュ
ク

チ
な
ど
の
種
族
に
か
な
り
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
。
も
し
も
、
茶
を
飲
む

こ
と
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
す
る
と
茶
は
は
る
ば
る
中
国
か
ら

モ
ン
ゴ
リ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
を
媒
介
に
し
て
シ
ベ
リ
ア
の

ツ
ン
ド
ラ
地
帯
に
ま
で
運
ば
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
茶
は
穀
物
に

く
ら
べ
れ
ば
運
搬
も
容
易
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
セ
リ
ク
ー
プ
の

例
で
は
、
ネ
ズ
の
煮
繊
汁
（
監
鍵
。
陣
ン
§
護
8
α
眩
い
讃
塁
）
を
飲
む

と
い
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
茶
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的

新
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育
な
い
し
は
遊
牧
と
い
う
も
の

は
、
乾
燥
地
帯
に
行
な
わ
れ
る
羊
、
な
ど
の
牧
畜
と
は
、
か
な
り
梢

眠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
次
に
は
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の

目
的
の
い
ま
一
方
の
面
、
馬
の
役
割
に
相
応
す
る
利
用
面
に
つ
い
て

み
よ
う
。

　
　
c
、
役
畜
ト
ナ
カ
イ
の
系
統

　
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
こ
の
面
で
の
ト
ナ
カ
イ
飼
養
に
関
す
る
形
跡

と
し
て
は
、
サ
ヤ
ソ
山
脈
の
北
麓
、
ミ
ヌ
シ
ン
ス
ク
附
近
の
ト
ゥ
ー

プ
川
沿
岸
の
遺
跡
に
あ
る
。
コ
ル
ツ
ラ
ソ
フ
等
の
発
掘
し
た
紀
元
一

世
紀
頃
の
遺
物
の
中
に
馬
具
に
似
た
も
の
を
つ
け
た
鹿
の
絵
が
認
め

ら
れ
る
の
が
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
附
近
で
は
農
牧
業
が
行
な
わ
れ
、
中
国
文
化
の
影
響
も
及
ん
で

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
考
古
学
上
、
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
ト
ナ
カ
イ
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飼
育
の
あ
と
は
、
石
器
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、

極
北
ア
ジ
ア
一
帯
の
民
族
が
徒
歩
か
ら
ト
ナ
カ
イ
に
よ
る
運
搬
に
変

っ
た
の
は
比
較
的
新
し
い
こ
と
が
歴
史
史
料
、
民
族
誌
資
料
な
ど
か

ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
民
族
誌
資
料
か
ら
判
断
す
る
と
、
ト
ナ
カ
イ
の
飼
育

は
か
な
り
新
し
い
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
馬
の
飼
養
の
影
響
の
下
に
発

生
し
た
も
の
ら
し
い
と
い
う
証
明
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
わ
け

は
、
ト
ナ
カ
イ
の
役
畜
と
し
て
の
利
用
に
関
す
る
諸
々
の
術
語
、
鞍
、

端
綱
そ
の
他
の
家
畜
用
具
の
構
造
と
か
型
な
ど
の
分
析
結
果
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
し
、
過
去
と
現
在
と
の
民
族
分
布
図

や
、
各
女
の
家
畜
用
具
の
型
の
分
布
図
を
作
製
し
て
比
較
検
討
す
る

と
、
シ
ベ
リ
ア
の
ト
ナ
カ
イ
飼
養
は
、
多
分
、
東
西
二
つ
の
中
心
地

方
か
ら
分
散
・
伝
播
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
西
の
中
心
は
ア
ル
タ
イ
・
サ
ヤ
ソ
山
地
で
あ
り
、
東
の
中

心
は
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
の
ヤ
ブ
ロ
ノ
イ
山
地
か
ら
沿
ア
ム
ー
ル
に
か
け

て
の
地
方
で
あ
り
、
ほ
ぼ
エ
ニ
セ
イ
川
を
境
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
北
方

に
伝
播
し
分
布
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
は
じ
ま
り

は
荷
駄
用
と
し
て
の
ト
ナ
カ
イ
利
用
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
分
布
範

麗

2
ひ
ろ
げ
る
に
つ
れ
て
、
各
地
で
独
自
の
発
展
分
化
を
と
げ
た
。

役畜トナカイの分布
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大
ま
か
に
は
、
タ
イ
ガ
地
帯
で
は
駄
獣
、
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
で
は
挽
獣

と
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
両
様
の
使
い
方
は
、
明
確

に
分
界
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
東
シ
ベ
リ
ア
で
は
か
な
り
の
範
臨
で
重

複
し
て
い
る
こ
と
は
第
一
二
図
に
見
る
如
く
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
中
心
か
ら
ト
ナ
カ
イ
の
利
用
の
技
術
を

伝
え
、
ひ
ろ
め
た
の
は
何
者
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、

酉
で
は
ア
ル
タ
イ
・
サ
ヤ
ン
か
ら
北
へ
移
動
し
た
サ
モ
エ
ー
ド
が
有

力
で
あ
り
、
東
で
は
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
種
族
の
移
動
が
有
力
な
手
が

か
り
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
ガ
地
帯
か
ら
伝
え
ら
れ
た
駄
獣

と
し
て
の
ト
ナ
カ
イ
の
利
用
法
が
ジ
ソ
ド
ラ
に
お
け
る
犬
馬
の
技
術

に
影
響
さ
れ
て
、
ト
ナ
カ
イ
の
背
に
よ
る
運
搬
に
か
わ
っ
て
ト
ナ
カ

イ
に
も
機
を
引
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
挽
獣
と
し
て
の
ト
ナ
カ
イ
の

利
用
法
が
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
西
で
は
ネ
ネ

ツ
の
ト
ナ
カ
イ
構
は
サ
ヤ
ソ
か
ら
来
た
ト
ナ
カ
イ
飼
育
に
先
住
民
の

此
手
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
東
の
チ
ュ
ク
チ
、
コ
リ
ャ
ー
ク

の
ト
ナ
カ
イ
機
は
、
ツ
ン
グ
ー
ス
系
種
族
の
も
た
ら
し
た
ト
ナ
カ
イ

飼
育
法
と
現
地
の
犬
鷲
に
起
源
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
「
シ
ベ
リ
ア
歴
史
・
民
族
誌
図
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
説
明
す
る
と
こ
ろ
を
部
分
的
に
要
約
し
て
み
る
。

　
今
日
の
サ
モ
エ
ー
ド
藷
族
は
ト
ナ
カ
イ
飼
養
以
前
の
北
西
シ
ベ
リ

ア
の
佐
民
と
サ
ヤ
ソ
山
脈
か
ら
北
方
へ
移
動
し
、
こ
の
地
方
ヘ
ト
ナ

カ
イ
飼
養
を
も
た
ら
し
た
サ
モ
エ
ー
ド
と
の
混
血
に
よ
っ
て
成
っ
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
犬
饒
の
年
代
の
問
題
が
禺
て
く

る
が
、
あ
ら
ゆ
る
証
拠
か
ら
し
て
、
こ
の
地
方
で
は
娩
獣
と
し
て
の

犬
の
飼
養
が
ト
ナ
カ
イ
の
飼
養
よ
り
も
古
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
初
期
の
文
献
i
ー
ロ
シ
ア
年
代
記
や
ア
ラ
ビ
ア
、
西
欧

の
も
の
一
に
よ
る
と
ウ
ラ
ル
附
近
に
は
単
機
が
存
在
し
て
お
り
、

ト
ナ
カ
イ
に
よ
る
輸
送
は
史
料
上
、
よ
り
後
代
に
現
わ
れ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
は
北
ウ
ラ
ル
と
オ
ビ
川
沿

岸
は
単
機
の
分
布
地
域
で
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
に
は
、
犬
援
と
ト
ナ

カ
イ
楡
と
が
並
存
し
て
お
り
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
記
録
で

は
、
犬
に
よ
る
輸
送
は
姿
を
消
し
て
い
る
。

　
明
ら
か
に
、
荷
駄
・
乗
用
ト
ナ
カ
イ
を
と
も
な
っ
た
サ
モ
エ
ー
ド

語
族
が
サ
ヤ
ソ
か
ら
北
へ
移
住
す
る
過
程
で
犬
に
よ
る
運
送
法
を
知
．

っ
て
い
た
先
住
民
と
出
会
い
、
か
れ
ら
の
一
部
が
先
住
民
か
ら
輔
獣

と
し
て
の
犬
の
利
用
技
術
を
借
用
し
て
こ
れ
を
ト
ナ
カ
イ
に
応
用
し

た
の
で
あ
る
。
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一
方
、
サ
モ
エ
ー
ド
に
お
け
る
荷
駄
∵
乗
用
ト
ナ
カ
イ
の
痕
跡
は

サ
ヤ
ソ
か
ら
北
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
た
ど
る
こ
と
が
可
能
で
、
こ
の

ル
ー
ト
上
に
今
日
居
住
す
る
ト
フ
ァ
ラ
ル
、
ト
ゥ
ヴ
ィ
ン
ツ
、
カ
マ

シ
ン
ツ
な
ど
の
激
辛
に
よ
っ
て
確
か
め
得
る
。
森
林
ネ
ネ
ツ
（
サ
モ

エ
ー
ド
の
一
派
）
が
過
去
に
お
い
て
荷
駄
・
乗
用
ト
ナ
カ
イ
と
ト
ナ

カ
イ
機
と
の
両
方
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
ゲ
オ
ル
ク
の
記
述
す
る
と

こ
ろ
（
一
七
七
七
年
）
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

　
懸
の
形
を
み
る
と
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
過
去
の
犬
権
は
滑
り
ホ
ー

ス
キ
ー
の
部
分
1
の
上
に
つ
く
小
窯
（
滑
り
木
の
上
に
立
て
る
支
柱
。

そ
の
さ
ら
に
上
に
華
年
あ
る
い
は
積
荷
用
の
台
が
つ
く
。
）
が
垂
直
の
タ
イ

プ
に
属
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
サ
モ
エ
ー
ド
の
ト

ナ
カ
イ
機
の
滑
り
木
の
柱
は
傾
斜
し
た
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ

ら
く
、
サ
モ
エ
ー
ド
が
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
改
良
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
サ
モ
エ
ー
ド
の
う
ち
の
ネ
ネ
ツ

等
が
ト
ナ
カ
イ
を
多
数
飼
い
、
年
間
を
通
じ
て
長
距
離
の
季
節
的
な

遊
牧
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
と
ツ
ン
ド
ラ
に
あ
る
多
く
の
小
丘
、
沼

沢
、
河
川
な
ど
を
通
過
す
る
た
め
に
腰
高
の
頑
丈
な
機
が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
高
い
滑
り
木
の
柱
を
傾
斜
さ
せ
て
据
え
つ
け
、
滑

り
木
の
間
隔
を
ひ
ら
け
る
こ
と
で
達
成
で
き
た
。

　
櫨
に
家
畜
を
つ
な
ぐ
方
法
を
検
討
す
る
と
、
や
は
り
ト
ナ
カ
イ
櫨

は
犬
縫
に
そ
の
起
源
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
馳
参
の
ひ

き
綱
は
犬
の
後
足
の
前
の
部
分
－
腰
部
1
に
結
び
つ
け
ら
れ
、

そ
の
革
紐
は
後
足
の
股
の
間
を
通
し
て
い
た
。
犬
が
体
の
後
半
部
で

縫
を
引
く
と
い
う
こ
の
連
解
法
は
西
シ
ベ
リ
ア
に
特
徴
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
サ
モ
エ
ー
ド
の
ト
ナ
カ
イ
橋
の
連
々
法
は
明
ら
か
に
こ
の

犬
極
の
方
法
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
チ
ュ
ク
チ
、
コ
リ
ャ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
ト
ナ
カ
イ
飼
養
を
ツ
ン

グ
ー
ス
か
ら
借
用
し
た
と
の
説
が
肯
定
で
き
る
。
そ
れ
は
、
チ
ュ
ク

チ
、
コ
リ
ャ
ー
ク
と
ツ
ン
グ
ー
ス
に
お
け
る
ト
ナ
カ
イ
使
用
法
に
共

通
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
ト
ナ
カ
イ
の
右
側
に
手
綱
を
通
し
右
側
か

ら
乗
る
な
ど
細
部
ま
で
相
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
用
語
上
も
チ
ュ
ク

チ
、
コ
リ
ャ
ー
ク
語
の
ト
ナ
カ
イ
を
意
味
す
る
こ
と
ば
は
淘
。
℃
窪
り
戴

（
チ
ュ
ク
チ
）
、
図
○
蟄
難
（
コ
リ
ャ
ー
ク
）
で
こ
れ
ら
の
語
根
（
鷺
。
娼
、

図
。
笹
は
、
ツ
ン
グ
ー
ス
の
家
畜
ト
ナ
カ
イ
を
意
味
す
る
。
℃
o
鵡
（
o
轟

く
聚
。
娼
）
に
近
い
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
一
方
、
チ
ュ
ク
チ
、

コ
リ
ャ
ー
ク
も
古
く
か
ら
用
い
て
い
た
犬
饒
を
ト
ナ
カ
イ
に
応
用
し

た
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
滑
り
木
と
上
の
台
の
聞
の
支
柱
の
型
が
証

拠
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
チ
ュ
コ
ト
地
方
や
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
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古
い
犬
機
の
そ
れ
は
、
弓
形
の
支
柱
で
あ
り
、
ト
ナ
カ
イ
櫨
も
そ
の

型
を
引
継
い
で
い
る
。

　
次
に
荷
駄
・
乗
用
の
ト
ナ
カ
イ
飼
養
に
つ
い
て
み
る
と
、
サ
ヤ
ソ

型
の
多
く
の
要
素
が
馬
に
よ
る
運
搬
の
方
法
と
お
ど
ろ
く
ほ
ど
よ
く

似
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鞍
の
構
造
、
乗
り
方
な
ど
に
共
通
点
が
見
庸

さ
れ
、
子
供
用
の
鞍
の
取
付
け
方
は
カ
ザ
フ
の
そ
れ
に
類
似
の
も
の

を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
用
語
の
上
で
は
、
ト
ル
コ
語
系
の
名
称
が

ト
ナ
カ
イ
の
鞍
そ
の
他
の
用
具
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
ツ
ン
グ
ー
ス
に
は
、
軌
獣
と
し
て
の
ト
ナ
カ
イ
も
駄
獣
と

し
て
の
そ
れ
も
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
夏
は
荷
駄
用
、
冬
は

楡
用
と
い
っ
た
使
い
わ
け
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ツ
ン
グ
ー
ス
の
櫨

は
サ
モ
エ
ー
ド
お
よ
び
チ
ュ
ク
チ
、
コ
リ
ャ
ー
ク
か
ら
借
用
し
た
ら

し
い
形
跡
が
あ
り
、
櫨
に
よ
る
運
搬
法
は
荷
駄
・
乗
用
よ
り
、
ず
っ

と
後
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ツ
ン
グ
ー
ス
の
荷
駄
・
乗

用
ト
ナ
カ
イ
の
分
布
も
一
様
で
な
く
、
様
々
な
用
法
、
形
態
が
あ
る

こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
元
来
、
ツ
ン
グ
ー
ス
に
は
荷
駄
用
の
ト
ナ
カ

イ
だ
け
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
乗
用
ト

ナ
カ
イ
に
つ
い
て
は
、
鞍
な
ど
の
用
具
の
名
称
に
モ
ン
ゴ
ル
語
か
ら

の
借
用
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
6
。
そ
の
他
の
証
拠
も
考
え
合
せ
て

ツ
ン
グ
ー
ス
の
乗
用
ト
ナ
カ
イ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
系
の
民
族
の
馬
の
利

用
法
の
影
響
に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
ヤ
ク
ー
ト
の
権
の
起
源
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
構
造
上
、
東
シ

ベ
リ
ア
の
犬
極
に
も
似
て
い
る
が
、
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
狩
猟
用
の
権

に
も
類
似
点
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
ヤ
ナ
・
レ
ナ
下
流
域
の
ヤ

ク
ー
ト
の
伝
説
に
は
、
非
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
住
民
の
使
用
す
る
犬
権

に
及
駁
し
た
も
の
が
あ
る
点
が
注
爲
さ
れ
る
。

　
ア
ル
ダ
ノ
・
ア
ム
ー
ル
地
方
の
ト
ナ
カ
イ
櫨
は
、
こ
こ
独
自
の
原

型
と
し
て
の
焼
干
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
樺
太
の
オ

ロ
ツ
コ
の
櫨
は
、
大
体
、
ツ
ン
グ
ー
ス
系
と
し
て
説
明
で
き
る
。

　
以
上
が
シ
ベ
リ
ア
の
役
憲
と
し
て
の
ト
ナ
カ
イ
お
よ
び
そ
の
使
用

す
る
用
具
類
の
系
統
論
の
概
略
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
役
畜
ト
ナ
カ

イ
は
、
中
央
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
役
畜
…
馬
の
利
用

技
術
の
影
響
の
下
に
発
生
し
、
そ
れ
が
各
地
域
の
霞
然
条
件
、
あ
る

い
は
住
民
の
民
族
的
伝
統
的
技
術
（
文
化
）
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
発
展
を
と
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
発
展
上
の
ひ
と

つ
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
に
す
で
に
存
在
し
て
い

た
犬
櫨
に
よ
っ
て
ト
ナ
カ
イ
機
を
考
え
出
し
た
こ
と
を
位
勘
づ
け
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

　
前
節
ま
で
に
お
い
て
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
若
干
の
具
体
例
を
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ツ
ン
ド
ラ
・
タ
イ
ガ
と
い
う
自
然
環
境
に
重
患

す
る
ト
ナ
カ
イ
と
い
う
動
物
に
よ
る
牧
畜
が
、
ひ
ろ
く
乾
燥
地
帯
に

行
な
わ
れ
て
い
る
牧
密
と
何
ら
か
の
共
通
性
が
あ
る
か
否
か
を
見
て

き
た
。
鰯
育
あ
る
い
は
利
用
形
態
上
、
よ
く
似
た
点
が
あ
り
、
ま
た

乾
燥
地
帯
の
牧
畜
と
農
耕
の
間
に
み
ら
れ
る
諸
関
係
に
形
の
上
で
は
、

は
な
は
だ
よ
く
似
た
も
の
の
い
く
つ
か
が
ト
ナ
カ
イ
飼
育
と
狩
猟
、

漁
携
と
の
間
の
関
係
に
お
き
か
え
て
み
る
と
う
ま
く
あ
て
は
ま
る
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。
合
併
放
牧
あ
る
い
は
委
託
放
牧
に
家
畜
を
出
し

て
お
い
て
、
乾
燥
地
帯
で
は
農
耕
を
行
な
い
、
寒
帯
で
は
漁
携
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
う
な
ど
は
、
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
現
象
面
で
の
類
似
あ
る
い
は
相
違
の
比
較
よ

り
も
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
の
形
態
の
背
後
に
あ

る
も
の
、
い
い
か
え
る
と
、
い
か
に
し
て
極
北
と
い
う
地
域
で
は
こ

の
よ
う
な
牧
羊
が
成
り
立
っ
た
の
か
と
い
う
経
済
的
文
化
的
な
実
体

の
掴
握
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
極
北
の
文
化
が
歴
史
的
に
い
か
に
し
て
形
成
さ

れ
発
展
し
て
来
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
欧
米
の
幾
多
の
研
究
成
果
の
蓄
積
が
あ

り
、
今
に
わ
か
に
概
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
も
前

節
ま
で
の
線
に
そ
っ
て
、
ソ
連
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研

究
の
あ
ら
ま
し
を
基
礎
に
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
3
、
シ
ベ
り
ア
の
基
層
文
化

　
シ
ベ
リ
ア
に
お
い
て
基
層
と
な
っ
た
文
化
の
形
成
に
到
る
ま
で
、

か
ら
み
て
行
く
と
、
ま
ず
、
旧
石
器
文
化
が
氷
河
期
の
寒
冷
な
自
然

条
件
の
下
で
現
在
よ
り
ず
っ
と
南
の
方
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
氷
河

の
後
退
と
と
も
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
文
化
体
系
を
も
っ
て
北
上
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

シ
ベ
リ
ア
の
旧
石
器
狩
猟
文
化
を
な
し
た
。
時
代
は
ず
っ
と
下
っ
て
、

紀
元
前
四
千
な
い
し
三
千
年
頃
、
ザ
ウ
ラ
リ
エ
地
方
に
湖
岸
狩
猟
漁

携
民
の
初
期
新
石
器
文
化
が
発
展
し
た
が
、
こ
こ
の
古
代
ウ
ラ
ル
族

の
初
期
の
土
器
に
は
中
央
ア
ジ
ア
の
新
石
器
土
器
と
同
じ
も
の
が
あ

り
両
者
の
接
触
が
あ
っ
た
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
の
文
化

が
氷
上
狩
猟
文
化
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
当
り
、
湖
岸
や
澗
川
沿

い
に
半
定
住
的
な
生
活
を
し
な
が
ら
狩
猟
・
漁
携
、
と
く
に
漁
携
に

従
っ
て
い
た
と
想
際
さ
れ
る
。
こ
れ
を
基
礎
に
定
住
夢
野
民
と
海
獣
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狩
猟
罠
の
文
化
が
シ
ベ
リ
ア
各
地
の
河
川
や
北
極
海
沿
岸
、
べ
ー
リ

ソ
グ
海
附
近
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
漁
務
・
海
獣
狩
猟
民
に

は
家
畜
と
し
て
犬
の
飼
育
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
犬
の
飼

育
化
の
起
源
に
は
、
ま
だ
定
説
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
海
獣
狩
猟

や
漁
勝
で
は
犬
の
飼
料
で
ま
か
な
う
に
足
る
だ
け
の
獲
物
を
確
保
で

き
る
と
い
う
点
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
紀
元
前
四
千
年
の
末
ま
で
に
ス
キ
ー
と
橋
が
発
明
さ
れ
、

沿
岸
に
定
着
し
た
新
石
器
時
代
の
シ
．
、
ヘ
リ
ア
の
住
民
に
ひ
と
つ
の
転

機
を
も
た
ら
し
て
、
川
と
川
と
の
中
間
地
甫
の
ツ
ン
ド
ラ
へ
も
人
間

の
進
出
を
可
能
と
し
、
ひ
い
て
は
タ
イ
ガ
帯
の
中
で
の
狩
猟
生
活
も

起
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
先
に
上
げ
た
新
石
器
中
・
末
期
の
野

生
ト
ナ
カ
イ
狩
猟
の
発
生
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
櫨
は
、
滑

走
部
が
一
本
の
も
の
で
、
こ
れ
を
動
物
の
皮
で
覆
う
と
カ
ヌ
ー
と
な

り
、
氷
海
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
そ
れ
は
さ

ら
に
、
エ
ス
キ
モ
ー
の
皮
カ
ヌ
ー
に
も
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
新
大
陸
の
エ
ス
キ
モ
ー
の
文
化
と
シ
ベ
リ
ア
諸
民
族
の

文
化
と
は
同
一
起
源
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
少
く
と
も
共
通
の
要

素
を
も
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
議
論
の
別
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ス
カ
と
シ
ベ
リ
ア
の
古
い
文
化
要
素
を
考
古

学
上
お
よ
び
民
族
学
上
、
探
求
し
て
み
る
と
環
北
極
文
化
と
も
い
う

べ
き
、
共
通
の
経
済
・
文
化
型
の
存
在
を
や
は
り
否
定
は
で
き
な
い

よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
例
え
ば
ユ
カ
ギ
ー
ル
、
チ
誌
ク
チ
に
う
か
が
わ
れ
る
ト

ナ
カ
イ
狩
猟
・
氷
猟
の
文
化
要
素
が
エ
ス
キ
モ
ー
の
そ
れ
に
先
の
皮

カ
ヌ
ー
の
み
で
な
く
、
家
屋
、
衣
服
な
ど
に
つ
い
て
も
共
通
し
た
も

の
が
あ
り
、
言
語
学
上
、
古
代
ウ
ラ
ル
語
と
エ
ス
キ
モ
ー
語
と
の
間

の
関
連
の
可
能
性
を
鳴
え
る
説
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
環
北
極
文
化
が
シ
ベ
リ
ア
の
基
層
文
化
で
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
が
、
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
そ
の
担
い
手
は
、
古
ア
ジ
ア
族

と
総
称
さ
れ
る
諸
族
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
ロ
シ
ア
人
と
接
触
す
る
ま

で
基
本
的
に
は
新
石
器
の
段
階
の
狩
猟
・
漁
携
民
で
あ
っ
た
。
古
ア

ジ
ア
族
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

と
べ
ー
リ
ソ
グ
海
沿
岸
に
お
け
る
漁
携
と
海
獣
狩
猟
の
北
東
古
ア
ジ

ア
族
で
こ
の
内
に
は
、
海
獣
狩
猟
に
重
き
を
お
く
北
方
沿
岸
の
チ
ュ

ク
チ
、
漁
携
が
主
の
南
の
イ
テ
リ
メ
ン
、
両
者
の
煮
殻
に
位
す
る
沿

岸
コ
リ
ヤ
ー
ク
な
ど
が
あ
る
。
第
二
は
、
野
生
ト
ナ
カ
イ
の
狩
猟
と

一
説
、
河
川
で
の
漁
携
を
行
な
う
型
の
種
族
で
東
は
ア
ナ
ジ
ル
川
流
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域
か
ら
西
は
タ
ヅ
川
流
域
に
か
け
て
広
く
暦
住
し
た
ユ
ヵ
ギ
ー
ル
が

こ
れ
に
遮
る
。

　
し
か
し
、
一
応
こ
う
し
た
類
別
は
な
さ
れ
て
も
、
ト
ナ
カ
イ
狩
猟

は
い
つ
れ
に
お
い
て
も
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
。
墓
誌
で
は
食
料
の

獲
得
は
で
き
て
も
、
衣
服
、
住
居
の
材
料
を
得
る
に
は
不
十
分
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
純
粋
な
形
で
の
狩
猟
・
漁
携
民
は
、

十
七
世
紀
以
後
に
μ
シ
ア
人
が
シ
ベ
リ
ア
北
方
に
到
っ
た
時
に
は
、

原
住
民
の
間
の
伝
承
と
し
て
残
る
の
み
で
、
実
在
は
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
伝
説
の
類
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
経
済
・
文
化
段
階
に

民
族
誌
上
対
応
す
る
も
の
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
外
に
求
め
ね
ば
な
ら

ず
、
お
そ
ら
く
、
ビ
ル
ケ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
が
記
述
し
た
カ
リ
ブ
ー
・

エ
ス
キ
モ
ー
が
そ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
b
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
波
及

　
そ
れ
で
は
、
十
七
世
紀
に
ロ
シ
ア
人
が
シ
ベ
リ
ア
北
部
で
実
際
に

出
会
っ
た
原
住
民
の
文
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
シ

ベ
リ
ア
諸
民
族
の
文
化
を
新
大
陸
の
エ
ス
キ
モ
ー
の
文
化
と
の
決
定

的
な
差
異
は
何
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
の
が
実
は
、
ト
ナ

カ
イ
飼
育
の
序
題
な
の
で
あ
る
。

　
極
北
（
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
）
の
文
化
に
本
質
的
な
変
革
を
も
た
ら
し

た
の
は
．
新
し
い
経
済
の
導
入
、
す
な
わ
ち
、
ト
ナ
カ
イ
牧
蕾
で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
、
時
代
は
十
一
世
紀
末
頃
か
ら
と
推
定
す
る
説

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
は
、
極
北
地
方
と
い
っ
て

も
ユ
ー
ラ
シ
ア
だ
け
に
普
及
し
た
の
で
あ
る
。

　
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
出
現
は
、
狩
猟
・
漁
携
・
ト
ナ
カ
イ
飼
育
民
の

形
成
を
導
き
、
こ
れ
は
シ
ベ
リ
ア
の
タ
イ
ガ
か
ら
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
に

か
け
て
ひ
ろ
く
広
ま
っ
た
。
ト
ナ
カ
イ
飼
育
は
こ
う
し
て
、
極
北
ユ

ー
ラ
シ
ア
の
狩
猟
・
漁
一
毛
の
生
活
を
大
き
く
変
え
た
が
、
こ
れ
は

し
か
し
、
単
な
る
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
技
術
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と

に
よ
る
結
果
で
は
な
い
。
そ
の
技
術
を
生
み
繊
し
、
支
え
る
経
済
∵

文
化
的
背
景
が
当
然
、
想
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、

狩
猟
艮
の
経
済
・
文
化
の
内
部
で
、
ト
ナ
カ
イ
を
飼
育
す
る
技
術
が

突
如
と
し
て
発
生
し
た
と
い
う
可
能
性
は
簿
く
、
や
は
り
こ
れ
は
よ

そ
か
ら
伝
わ
っ
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
極
北

の
経
済
・
文
化
型
に
属
し
た
新
大
陸
に
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
発
生
し

・
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
重
要
な
証
拠
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
新
石
器
文
化
同
様
、
こ
の
新
し
い
経
済
・
文
化
も
や
は
り
、

蒲
か
ら
、
比
較
的
新
し
く
波
及
し
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
具
体

的
に
は
民
族
移
動
を
も
っ
て
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
説
明
で
き
る
。
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こ
の
墓
情
に
つ
い
て
、
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
ツ
ン
グ
ー
ス
、
サ
モ
エ
ー

ド
へ
の
同
化
過
程
を
タ
イ
ミ
ル
半
島
に
お
い
て
み
る
と
ほ
ぼ
次
の
よ

　
　
　
⑳

う
に
な
る
。

　
現
在
の
サ
モ
エ
ー
ド
系
種
族
で
あ
る
ヌ
ガ
ナ
サ
ン
の
基
層
は
、
古

ア
ジ
ア
族
、
ユ
カ
ギ
！
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
考
古
学
、
民
族
誌
学

的
に
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
附
近

が
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
分
布
の
西
の
鵡
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ユ

カ
ギ
ー
ル
の
層
に
半
島
の
東
部
へ
は
南
か
ら
ト
ナ
カ
イ
飼
育
を
と
も

な
っ
た
ツ
ン
グ
ー
ス
、
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
、
西
部
へ
は
サ
モ
エ
ー
ド

が
、
そ
れ
ぞ
れ
野
生
ト
ナ
カ
イ
を
追
っ
て
侵
入
し
て
来
た
。
こ
の
様

子
は
多
く
の
伝
説
な
ど
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。
ユ
要
旨
ー
ル
の

ツ
ン
グ
ー
ス
化
が
サ
モ
エ
ー
ド
化
に
先
立
っ
て
起
っ
た
こ
と
は
、
例

え
ば
、
地
名
研
究
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
す
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
イ
ミ

ル
半
島
の
タ
イ
ミ
ル
な
る
地
名
は
、
ヌ
ガ
ナ
サ
ン
の
言
語
で
は
解
釈

で
き
な
い
。
こ
の
半
島
は
野
生
ト
ナ
カ
イ
や
魚
類
が
多
く
獲
れ
る
重

要
な
狩
場
な
の
で
あ
る
が
、
ツ
ン
グ
ー
ス
語
で
遍
勢
蔓
騒
は
「
豊
富

な
」
　
「
鱗
値
あ
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
ち
、
ヌ
ガ
ナ
サ
ン
が
タ
イ

ミ
ル
川
を
弓
簿
夢
蔓
唱
倉
⊃
冠
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
碧
ρ
讐
翼
感
は
や
は
り
ツ

ン
グ
ー
ス
語
で
湖
ま
た
は
川
の
意
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヌ
ガ

ナ
サ
ソ
は
す
で
に
ツ
ン
グ
ー
ス
語
を
話
さ
ぬ
の
に
地
名
に
は
、
そ
れ

が
多
く
残
存
し
、
半
島
の
大
き
な
川
の
名
は
み
な
ツ
ン
グ
ー
ス
語
で

あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
図
の
W
、
V
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と

が
全
薗
的
に
い
え
る
が
、
巫
で
は
部
分
的
で
あ
り
、
一
、
丑
で
は
、

完
全
に
サ
モ
エ
ー
ド
語
系
の
地
名
と
な
っ
て
い
る
。

　
サ
モ
エ
ー
ド
は
西
か
ら
タ
イ
ミ
ル
半
島
に
侵
入
し
、
こ
こ
を
夏
の

狩
猟
・
遊
牧
場
と
し
た
が
、
こ
こ
で
先
来
の
ツ
ン
グ
ー
ス
と
出
会
い
、

つ
い
に
は
、
こ
れ
を
同
化
し
て
、
半
島
一
帯
の
種
族
が
サ
モ
エ
ー
ド

の
経
済
・
物
質
文
化
、
生
活
様
式
な
ど
を
強
く
帯
び
る
に
到
り
、
言

語
上
も
サ
モ
エ
ー
ド
語
系
と
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
約
す
る
と
、
ヌ
ガ
ナ
サ
ン
の
形
成
は
、
ウ
ラ
ル
並
び
に

ア
ル
タ
イ
系
語
族
の
中
央
シ
ベ
リ
ア
北
端
へ
の
移
動
の
総
決
斜
な
の

で
あ
る
。
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
に
は
、
エ
ニ
セ
イ
川
よ

り
酋
で
は
サ
モ
エ
ー
ド
、
東
で
は
ツ
ン
グ
ー
ス
が
侵
入
し
た
の
で
あ

る
が
、
タ
イ
ミ
ル
半
島
附
近
で
は
こ
の
両
者
が
古
ア
ジ
ア
族
（
ユ
カ

ギ
ー
ル
）
を
同
化
し
、
最
終
的
に
は
サ
モ
エ
ー
ド
が
ツ
ン
グ
ー
ス
を

も
圧
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ツ
ン
グ
ー
ス
、
サ
モ
エ

ー
ド
に
よ
り
新
し
く
狩
猟
・
漁
携
に
ト
ナ
カ
イ
飼
育
が
附
加
さ
れ
た

と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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サ
モ
エ
ー
ド
、
ツ
ソ
グ
ー
入
は
、
役
畜
と
し
て
の
ト
ナ
カ
イ
飼
育

を
と
も
な
う
狩
猟
生
活
を
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
サ
ヤ
ン
、
ザ
バ
イ
カ

リ
エ
か
ら
北
方
へ
ひ
ろ
ま
っ
た
と
い
う
考
え
方
は
先
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
が
、
ソ
連
の
罠
族
学
界
で
は
、
・
こ
れ
に
群
と
し
て
の
遊
牧
ト

ナ
カ
イ
の
起
源
も
結
び
つ
け
て
考
え
る
説
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
似
た
考
え
方
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学

派
の
中
に
も
見
出
せ
る
。

　
ー
ア
ジ
ア
大
陸
の
北
部
で
は
、
タ
イ
ガ
の
南
の
端
ま
で
押
し
だ

し
て
き
た
内
陸
ア
ジ
ア
の
騎
馬
遊
牧
罠
と
北
方
の
民
族
と
の
文
化
接

触
が
あ
っ
た
。
乗
り
、
翰
か
せ
、
荷
を
負
わ
せ
る
た
め
の
動
物
と
し

て
ト
ナ
カ
イ
を
用
い
た
の
は
、
南
方
の
手
本
を
見
な
ら
っ
て
の
こ
と

で
あ
り
、
馬
を
輸
送
用
に
用
い
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
は
確
か
だ
と
考
え
て
よ
い
。
ト
ナ
カ
イ
を
い
つ
手
な
づ
け
、
つ

い
で
飼
い
は
じ
め
た
も
の
か
、
ま
だ
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
し

か
し
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
ト
ナ
カ
イ
を
輸
送
に
用
い
る
よ

う
な
発
達
し
た
形
の
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
文
化
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
群

居
動
物
の
家
畜
化
そ
の
も
の
さ
え
も
、
北
ア
ジ
ア
の
狩
、
猟
民
が
中
央

ア
ジ
ア
の
騎
馬
遊
牧
畏
と
触
れ
あ
っ
た
結
果
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
…
。

　
ト
ナ
カ
イ
の
家
畜
化
の
過
程
霞
体
を
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
は
何

か
を
考
え
る
場
合
、
開
放
的
な
場
所
で
群
居
し
、
遊
牧
す
る
野
生
動

物
質
に
狩
猟
民
が
恒
常
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
に
到
っ
た
と
い
う
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

物
生
態
学
の
立
場
か
ら
の
見
解
の
う
ち
に
は
、
親
か
ら
仔
を
引
離
し

て
飼
い
、
授
乳
の
た
め
に
親
を
誘
い
寄
せ
る
こ
と
と
か
、
去
勢
の
技

術
の
重
要
性
な
ど
も
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
方
法
に

よ
る
馴
化
の
実
証
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
指
す
用
語
の
言
語
学
上
の
分

析
に
よ
る
そ
の
起
源
を
探
る
こ
と
一
い
つ
れ
の
民
族
の
雷
干
に
属

す
る
の
か
一
が
手
が
か
り
に
な
り
う
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
野
生
動
物
の
馴
化
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

い
わ
ば
仮
定
の
上
に
立
つ
理
論
で
あ
り
、
羊
、
馬
な
ど
の
劇
化
に
つ

い
て
も
、
実
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
羊
な
ど
に
く

ら
べ
る
と
非
常
に
新
し
い
と
考
え
ら
れ
る
ト
ナ
カ
イ
の
家
畜
化
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
が
実
証
し
得
る
可
能
性
も
あ

り
得
よ
う
。

　
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
ト
ナ
カ
イ
の
家
畜
化
の
独
立
発
生
説
は
さ
て

お
き
、
ツ
ソ
グ
…
ス
に
関
し
て
そ
の
ト
ナ
カ
イ
飼
育
の
起
源
の
年
代

だ
け
で
も
決
し
て
簡
単
に
は
解
明
で
き
な
い
。
先
に
十
一
世
紀
頃
と

い
う
．
説
を
上
げ
て
お
い
た
が
、
さ
ら
に
、
古
く
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
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が
あ
る
。
白
鳥
庫
吉
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
一
…
通
古
風
民
族
は
支
那
の
歴
史
に
於
て
、
周
末
に
粛
慎
の
名
に

よ
っ
て
現
わ
れ
、
次
い
で
漢
・
魏
の
時
代
に
は
描
婁
と
呼
ば
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
か
い

る
。
粛
慎
は
通
古
難
語
の
一
方
言
で
、
馴
鹿
の
こ
と
で
、
ω
ひ
｝
（
N
①
（
⇔
）

と
も
Q
り
警
N
O
（
鋸
）
と
も
音
ぜ
ら
れ
粛
慎
（
。
。
巳
み
窪
）
は
、
多
分
こ
の

音
訳
で
あ
ろ
う
。
…
…
七
世
紀
に
は
、
彼
の
地
大
陸
に
於
て
は
こ
の

民
族
は
す
で
に
鯨
鵜
と
称
し
て
い
る
。
掘
婁
も
閲
様
通
古
斯
語
の
或

方
言
で
、
馬
鹿
の
こ
と
を
指
し
て
9
0
と
も
詔
旨
と
も
い
う
。
拒

婁
（
与
－
一
⇔
）
は
け
だ
し
そ
の
対
音
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
称
は
、
通
古

斯
人
の
9
0
鉱
ψ
9
。
驚
の
名
称
の
出
ず
る
と
こ
ろ
で
支
那
の
史
書

に
「
使
鹿
部
」
と
見
え
る
も
の
で
、
そ
の
土
人
が
馴
鹿
を
飼
育
し
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

役
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
繊
た
名
称
に
相
違
な
い
一
。

　
こ
の
ツ
ン
グ
ー
ス
も
ト
ナ
カ
イ
の
棲
息
南
限
よ
り
南
に
居
住
す
る

も
の
ー
ー
－
爾
…
方
ツ
ン
グ
…
ス
と
よ
ば
れ
、
清
朝
を
興
し
た
女
真
族
が

こ
れ
に
当
る
一
に
な
る
と
ト
ナ
カ
イ
飼
育
を
捨
て
、
馬
を
飼
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

農
耕
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
狩
猟
民
で

あ
っ
て
も
ト
ナ
カ
イ
の
分
布
圏
を
越
え
た
も
の
は
、
や
は
り
馬
飼
育

に
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
満
州
の
オ
ロ
チ
譲
ソ
ー
オ
ロ
チ
ョ
ン

と
は
、
右
の
通
り
ツ
ソ
グ
：
ス
語
で
「
オ
ロ
ン
（
ト
ナ
カ
イ
）
を
飼

う
人
」
の
意
と
い
わ
れ
る
一
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
、
馬
は
モ
ン
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
族
か
ら
と
り
入
れ
た
も
の
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
逆
の
方
向
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

タ
イ
ガ
帯
の
南
の
民
族
が
北
に
移
動
し
た
場
合
、
タ
イ
ガ
か
ら
ツ
ン

ド
ラ
へ
と
馬
飼
育
を
と
も
な
っ
て
入
っ
て
行
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
…
事
実
、
現
在
の
シ
ベ
リ
ア
の
民
族
分
布
で
モ
ン
ゴ
ル
族
が

バ
イ
カ
ル
湖
南
岸
附
近
よ
り
北
へ
は
分
布
し
て
い
な
い
の
は
、
こ
れ

が
ひ
と
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
　
　
か
わ
っ
て
ト
ナ
カ
イ
飼
育
を
採
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
タ
イ
ガ
か
ら
さ
ら
に
は
ツ
ン
ド
ラ
帯
に
ま
で
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

住
範
閉
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
過
去
、
何

回
か
く
り
返
さ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
へ
の
民
族
の
移
動
現
象
は
、
中
央
ア

ジ
ア
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
民
族
の
興
亡
と
相
応
ず
る
と
さ
れ
る

無
そ
れ
ら
の
移
動
の
際
に
・
ト
ナ
カ
イ
の
棲
息
圏
に
入
る
皐
・
馬

の
牧
畜
プ
ラ
ス
農
耕
の
生
活
か
ら
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
プ
ラ
ス
狩
猟
・

漁
猟
の
生
活
に
変
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
南
か
ら
伝
わ

っ
た
も
の
と
し
て
、
牧
畜
だ
け
で
な
く
金
属
雛
も
見
逃
せ
な
い
。
古

ア
ジ
ア
族
の
狩
猟
∵
漁
…
携
の
新
石
器
文
化
は
、
ツ
ン
グ
ー
ス
、
サ
モ

エ
ー
ド
の
も
た
ら
し
た
牧
畜
と
金
属
器
の
文
化
に
よ
っ
て
大
き
く
変

わ
り
は
し
た
が
完
全
に
抹
殺
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
想
定
図
式
が
描
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
シ
ベ
リ
ア
に
牧
畜
の
成
立
過
程

乾
燥
地
帯
の
牧
畜

《一噛

　　十

　　世

　　紀

　　　
　　？

　　）

ロ
シ
ア
商
業
資
本

十
七
世
紀
以
降

圓
霧
丁
狩
猟
漁
猟
・
よ
カ
イ
飼
育
－
關
ト
ナ
・
イ
燧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
具

　
　
　
　
　
　
（
蕊
駄
・
棄
馬
ト
ナ
カ
イ
）

（
犬
櫨
）
：
：
：
・
：
：
：
：
…
・
：
一
†
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ト
ナ
カ
イ
櫨
〉

お
　
わ
　
り
　
に

－
▽

　
本
稿
で
は
、
牧
畜
の
起
源
に
つ
い
て
の
西
欧
の
学
者
の
見
解
と
か
、

日
本
の
動
物
生
態
学
の
立
場
か
ら
の
見
解
な
ど
の
一
端
を
参
照
し
な

が
ら
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
の
特
質
を
ソ
ヴ
ェ
ト
の
文

献
資
料
を
中
心
に
し
て
追
求
し
よ
う
ど
し
た
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
け
る
シ
ベ
リ
ア
の
歴
史
・
文
化
あ
る
い
は
ひ
ろ
く

民
族
誌
の
研
究
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
成
果
が
数
多

く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
よ
っ
て

立
つ
セ
オ
リ
：
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
み
た
経
済
・
文
化
の

発
展
段
階
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
点
、
欧
米
あ
る
い

は
写
本
の
学
界
の
一
般
の
立
場
と
か
な
り
く
い
違
っ
て
お
り
、
我
わ

れ
の
考
え
る
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
研
究
で
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
筋
の
立
て
方
で
は
、
さ
ほ
ど
容
易
に
そ
の

解
答
は
得
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
。

　
こ
の
よ
う
な
馬
事
か
ら
、
ト
ナ
カ
イ
牧
畜
の
問
題
も
、
観
点
を
か

え
て
、
さ
ら
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
本
稿
の
一
藩
は
先
に
人
文
地
理
学
会
第
六
七
圓
例
会
で
発
表
し
た
。
ま
た
、
本
稿

　
を
草
す
る
に
当
っ
て
ソ
ヴ
ェ
ト
文
献
の
紹
介
並
び
に
閲
覧
の
た
め
の
便
宜
を
賜
わ
っ

　
た
船
越
昭
生
・
小
野
菊
雄
の
両
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

①
匪
鷺
Q
Q
Q
ダ
国
｝
℃
○
淘
霞
山
踏
弓
卜
①
露
。
愚
9
懸
旨
①
o
國
｛
器
。
語
も
霞

　
譲
跨
娼
○
淵
冒
○
雲
切
閤
℃
醐
寓
O
O
箒
帥
・
器
響
欝
趨
畏
一
霧
①
亀
や
目
ω
’

②
　
今
西
三
夏
『
遊
牧
論
そ
の
ほ
か
』
秋
田
屋
　
昭
二
三
　
一
二
〇
－
一
二
一
頁
。

③
「
ト
ナ
カ
イ
」
と
い
う
の
は
、
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
が
（
冊
広
辞
苑
駈
）
、
鞘
本
入
に

　
よ
る
こ
の
動
物
に
つ
い
て
的
確
な
記
述
が
江
戸
時
、
代
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
北
嵯
鞠
略
』
巻
之
十
　
物
産
「
状
鹿
に
似
て
大
き
さ
馬
の
ご
と
く
角
幽
く
滑

　
に
し
て
鹿
角
の
如
く
癌
趣
な
し
。
毛
色
も
鹿
の
冬
毛
の
ご
と
く
ま
た
白
斑
等
の
数

　
種
あ
り
。
も
っ
と
も
よ
く
人
に
駿
る
。
家
々
に
養
い
お
き
て
車
櫨
等
を
ひ
か
し
む
。

　
皮
は
叢
に
造
る
に
は
な
は
だ
媛
な
り
と
そ
。
按
る
に
此
物
カ
ラ
フ
ト
地
方
に
も
産

　
す
る
よ
し
。
夷
［
轡
に
ツ
ナ
カ
イ
と
い
ふ
。
扁

　
　
こ
れ
は
ヲ
レ
ン
の
説
明
で
あ
る
。
ヲ
レ
ソ
（
o
器
頃
♂
）
と
い
う
ロ
シ
ア
語
は
、

　
ツ
ン
グ
ー
ス
系
か
ら
入
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
（
後
述
）
。

④
　

「
こ
の
地
衣
類
は
あ
た
か
も
毛
競
の
如
く
地
面
を
覆
う
て
い
る
。
こ
の
地
衣
類

　
は
営
の
下
で
も
よ
く
残
っ
て
い
る
の
で
、
鱗
鹿
は
四
季
を
通
じ
て
食
物
を
容
易
に
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見
幽
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
外
、
酬
鹿
は
草
や
喬
木
、
権
木
の
若
枝
を
食
用
と

　
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
十
分
に
は
得
ら
れ
な
い
。
…
…
地
衣
類
な
し
に
生
き
て
行
く

　
と
、
短
期
間
の
後
に
は
捲
せ
て
虚
弱
と
な
る
。
」
（
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
『
北
方
ツ
ソ
グ

　
ー
ス
の
社
会
構
成
』
岩
波
　
昭
一
七
　
五
一
工
頁
）
。

⑥
こ
の
虻
、
蚊
の
発
生
の
す
さ
ま
じ
さ
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
記
述
が
あ
る

　
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
入
聞
も
田
中
は
天
下
か
ら
鼻
先
も
出
せ
ず
、
天
幕
の
中
で
煙

　
を
い
ぶ
し
て
す
ご
し
、
外
出
す
る
場
合
は
頭
巾
を
か
ぶ
る
、
と
い
っ
た
状
態
を
記

　
し
て
い
る
。
（
諺
巴
旨
し
。
鉾
。
瓢
σ
q
…
園
霧
ω
置
嵩
ω
o
挫
鷺
②
ヨ
。
簿
貯
夢
。
窯
O
再
7
尋
0
翼
マ

　
牙
置
α
Q
o
d
鼠
く
●
弓
話
ω
ω
お
霧
唱
や
の
。
。
あ
の
）

⑥
シ
ム
チ
ェ
ソ
コ
「
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
野
生
ト
ナ
カ
イ
狩
猟
鷹
文
化
の

　
窯
特
徴
扁
　
（
『
北
ア
ジ
ア
民
族
学
論
隼
濫
第
二
集
金
沢
　
一
九
六
六
八
三
頁
。
）

⑦
ド
ル
ギ
フ
「
遜
北
地
方
の
民
族
学
及
び
人
類
学
の
諸
問
題
」
（
上
掲
論
集
六
二

　
頁
。
）

⑧
以
下
、
主
に
シ
ム
チ
ェ
ソ
コ
上
掲
論
文
お
よ
び
中
O
．
彊
O
隠
門
隅
図
…
貝
螂
霞
－

　
畠
。
鵜
器
M
嵐
。
影
野
麟
器
曽
麟
。
影
（
Q
凱
曾
斑
晶
轟
①
霞
。
西
目
魯
｝
譜
①
o
ヨ
轟
O
α
9
温
旨

　
H
皇
国
O
O
Q
即
累
。
窪
銘
自
Φ
饅
属
H
唱
轟
6
認
．
o
暮
顧
？
。
。
鴫
）
そ
れ
に
瞬
諺
娼

　
○
彊
寓
Q
麟
高
島
℃
麟
上
掲
に
よ
る
。

⑨
マ
ド
レ
ー
ヌ
期
の
ラ
ス
コ
ー
の
洞
穴
壁
画
が
ト
ナ
カ
イ
の
渡
河
と
そ
の
狩
猟
を

　
描
い
た
も
の
と
す
る
と
こ
れ
に
量
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
棒
の
先
に
鳥
の
羽
を
つ
け
た
オ
ド
シ
を
多
数
地
爾
に
立
て
並
べ
た
も
の
。

⑪
　
こ
の
種
族
は
現
存
し
な
い
。
タ
イ
ミ
ル
川
流
域
で
ツ
ン
グ
ー
ス
化
さ
れ
た
ユ
カ

　
ギ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
後
に
さ
ら
に
サ
モ
エ
ー
ド
に
よ
り
岡
化
さ
れ
た
（
後
述
）
。

⑫
荷
駄
・
乗
用
と
し
て
ト
ナ
カ
イ
の
背
に
は
、
大
体
、
人
間
の
大
人
一
入
程
度
、
櫨

　
を
引
か
せ
る
と
窟
な
い
し
二
百
キ
ロ
程
変
を
運
べ
る
（
国
跨
℃
O
揺
¢
Q
窯
ゆ
類
℃
鵠

　
O
日
や
刈
羽
畠
）
。

⑬
　
淘
O
詞
周
図
”
6
霧
こ
累
P
薫
レ
男
○
彊
渚
Q
寓
ゆ
溝
℃
麟
。
醤
曜
0
お
占
総
・

⑭
氷
上
で
氷
に
穴
を
あ
け
て
漁
を
行
な
う
も
の
。

⑮
　
た
だ
し
、
、
こ
れ
で
見
る
と
わ
か
る
通
り
、
ト
ナ
カ
イ
頭
数
が
か
な
り
多
い
。
所

　
有
関
係
を
み
る
と
、
約
十
パ
…
セ
ン
ト
の
も
の
が
全
ト
ナ
カ
イ
の
六
十
パ
；
セ
ソ

　
ト
を
所
右
N
し
て
い
る
（
麹
∩
V
隠
門
一
理
）
【
一
　
〇
照
門
．
　
一
朝
〉
。
　
一
九
二
六
一
二
七
μ
ヰ
の
調
査

　
で
あ
っ
て
ロ
シ
ア
入
と
接
触
後
の
歴
史
が
か
な
り
長
く
階
層
分
化
が
進
ん
で
い

　
て
、
ロ
シ
ア
入
到
来
前
の
状
態
は
、
こ
れ
で
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
第
二
図
の
よ

　
う
な
遊
牧
圏
内
で
は
、
二
な
い
し
三
、
ま
れ
に
四
な
い
し
翫
家
族
が
一
グ
ル
！
プ

　
と
な
っ
て
移
動
す
る
。
そ
の
際
二
、
三
家
族
で
一
緬
の
天
幕
（
チ
ュ
ム
）
に
住
ん

　
で
い
る
（
彊
○
筒
り
零
図
’
O
臼
や
目
メ
）
。

⑯
　
隣
誤
噂
O
強
麟
Q
類
切
鷲
弓
類
窪
や
断
雲
。

⑰
　
以
下
、
頴
〉
娼
○
〉
露
O
類
ゆ
弱
℃
調
所
載
の
餐
該
当
民
族
誌
に
よ
る
。

脚
⑱
　
ト
ナ
カ
イ
飼
育
民
の
中
に
は
、
夏
は
ツ
ソ
ド
ヲ
、
冬
は
タ
イ
ガ
と
い
う
一
般
の

　
遊
牧
形
態
を
と
ら
ず
、
通
年
、
森
林
地
帯
で
生
活
す
る
種
族
も
あ
る
。
こ
の
場
舎
、

　
要
に
害
虫
か
ら
ト
ナ
カ
イ
を
保
護
す
る
た
め
に
煙
い
ぶ
し
（
葦
H
窯
O
H
壱
娼
）
と
か
、

　
特
鋼
の
小
猿
（
o
昌
護
）
を
つ
く
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
サ
モ
エ

　
t
ド
が
中
央
シ
ベ
リ
ア
の
タ
イ
ガ
地
域
軍
に
居
題
し
た
頃
（
後
述
）
か
ら
行
な
わ
れ
珊
諮

　
族
に
伝
え
ら
れ
た
。
（
誤
目
Q
Q
Q
幣
厳
律
O
日
遼
曙
碧
眼
帥
鴫
薮
門
O
諦
圏
幽
旨
旨
O
蜜
露
碧
窪

　
℃
Φ
3
Φ
も
錯
器
蓼
感
襲
嘱
唱
口
鍍
り
Φ
o
趨
勲
脅
譲
冨
8
窃
僧
H
霧
。
。
噛
翼
9
膳
．
騨

　
弓
Φ
o
壱
一
環
｝
旨
Q
Q
Q
唱
劇
国
一
ム
国
憲
一
－
偽
麟
一
〇
圃
Q
底
流
象
類
。
器
器
切
。
碧
匿
蟄

器
。
剛
肖
昌
Φ
貫
㊥
器
㊦
還
。
良
案
酬
蓼
雲
Φ
．
野
。
蚤
9
切
』
．
鍔
、
、
需
冨
舅
器

　
o
o
o
α
鴬
マ
潤
甲
虜
Φ
譲
。
愚
’
》
国
O
Q
Q
即
．
、
お
①
ひ
。
璽
。
。
8
0
慧
．
①
刈
1
）

⑲
　
本
稿
で
「
家
族
」
と
記
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
語
文
献
で
は
．
、
図
8
諭
陣
O
話
O
．
．
で

　
あ
る
。
本
来
、
「
経
済
」
「
生
産
単
位
」
の
意
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
「
家
族
」
と
は

　
い
え
な
い
が
、
部
族
と
か
氏
族
な
ど
の
構
成
、
発
展
等
の
問
題
に
触
れ
る
余
裕
…
が

　
な
い
た
め
、
便
寂
置
こ
う
し
て
お
い
た
。
部
族
・
氏
族
な
ど
に
つ
い
て
は
、
Q
．
切
．

　
ゆ
誤
図
℃
賓
田
鷲
霞
　
の
論
文
集
参
照
　
（
Q
霧
8
畏
渓
蜀
麟
く
H
H
即
国
勲
唄
幽
口
譲
①

　
已
も
強
瓢
H
H
H
．
b
踏
Q
Q
Q
㎏
蜜
8
憶
ご
5
匹
ド
O
ま
．
o
日
や
q
n
ム
b
。
）

⑳
暫
綴
跨
唱
O
掴
葭
O
鷲
ゆ
鷲
弓
麟
受
諾
の
各
民
族
誌
に
よ
る
。
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⑳
　
類
“
Q
．
切
淵
。
切
国
口
噛
O
幽
①
冒
慰
口
醤
。
魍
。
唱
瓢
口
口
①
瞳
口
o
u
も
齢
8
口
昌
綴
唄
画
影
O
蹄
（
臣
頃

　
Q
Q
O
℃
渚
O
o
開
じ
ゴ
貯
旨
。
霞
属
愚
僻
面
一
〇
密
元
亀
や
一
㎝
山
凹
）

⑫
　
一
九
二
六
一
二
七
年
の
調
査
で
一
二
、
三
六
四
入
（
国
諺
男
○
揺
自
Q
類
切
勾
団
鵠

　
O
醤
．
。
。
箋
V
。
た
だ
し
、
チ
ュ
ク
チ
の
入
口
は
ロ
シ
ア
人
と
の
接
触
以
後
、
か
な

　
り
増
大
し
て
い
る
。
岡
じ
古
ア
ジ
ア
族
で
も
ユ
カ
ギ
ー
ル
が
減
少
の
一
途
を
た
ど

　
つ
た
の
と
著
る
し
い
対
照
を
示
す
。
（
類
噛
Q
．
周
嘱
勺
b
d
鵠
函
”
①
曜
彊
嗣
①
O
凋
曽
論
類
？

　
躍
ε
類
凶
Q
Φ
し
コ
Φ
b
o
－
切
8
ぎ
馨
勲
Q
口
曾
娼
翠
誤
自
Q
Q
Q
団
寓
8
寄
鎖
お
の
①
附
図
。
）

⑬
　
芝
．
b
づ
。
σ
q
o
錘
ω
…
日
げ
o
O
げ
巳
8
三
〇
｛
芝
之
臼
。
器
3
諺
》
ω
欝
（
q
Q
Φ
一
〇
9
0
傷

　
勺
㊤
℃
⑳
話
坤
。
露
ぼ
げ
⑩
　
》
ヨ
⑦
凱
0
9
昌
　
》
簿
げ
種
。
娼
o
H
o
σ
q
一
累
　
｝
c
。
Q
。
◎
。
一
同
8
P
　
口
。
≦
．

　
勺
。
け
。
湧
。
滞
律
O
ρ
お
①
O
や
劇
Q
Q
㎝
）

⑳
　
目
ρ
り
畷
娼
b
づ
函
澱
”
冒
呂
凶
緊
舞
口
Φ
目
娼
庶
政
銭
。
票
同
Φ
目
b
器
洞
口
職
類
口
跨
頃

　
Q
O
Q
℃
…
Q
口
9
屑
賃
凱
蹄
①
霞
。
著
麟
臼
蚤
φ
o
甥
凝
静
Q
9
も
霞
営
囲
く
蜜
8
欝
帥
ド
霧
b
。
．

　
O
母
や
N
幽
Q
o
）

・
⑳
　
煮
物
の
擬
を
粉
に
し
て
（
で
ん
ぷ
ん
質
の
も
の
か
）
肉
や
脂
を
ま
ぜ
て
一
種
の

　
パ
ソ
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
、
特
別
の
場
合
の
ご
ち
そ
う
と
す
る
、
な
ど
も
あ
る
。

　
以
上
い
ず
れ
も
、
出
童
男
○
知
将
Q
潤
切
開
男
醤
O
日
や
㊤
O
噴
あ
に
．

嬢
　
8
諺
鴎
§
Φ
o
琶
・
謡
為
。
。
・
お
よ
び
江
上
波
夫
「
ユ
…
ラ
シ
ア
古
代
北
方
文
化
」

　
A
血
田
翁
灘
“
…
舞
　
　
昭
一
工
ハ
、
　
二
八
八
買
。

⑳
　
b
麟
O
Q
O
勺
…
質
Q
矧
○
円
盤
函
○
落
日
麟
O
口
話
｝
麟
潤
出
国
Q
黎
自
邸
b
8
陶
b
Q

　
Ω
自
切
鷲
娼
宵
鼠
。
霞
頃
勲
自
⑦
霞
頃
愚
餌
凋
H
り
窪
電
や
ト
。
偽
山
ゆ

㊧
　
た
と
え
ば
ト
フ
ァ
ヲ
ル
語
の
円
勲
唱
三
目
（
馬
、
ト
ナ
カ
イ
の
腹
帯
）
は
ト
ル
コ

　
語
の
同
窟
螂
日
（
引
く
）
な
ど
。

⑱
「
鞍
」
の
Φ
寓
①
霞
口
（
エ
ベ
ソ
ク
）
、
Φ
冨
堵
口
（
エ
ベ
ソ
難
㎎
）
は
モ
ン
ゴ
ル
語

　
の
Φ
鑑
の
同
Φ
員
～
①
鑑
Φ
璃
な
ど
の
例
。

⑳
　
農
耕
と
芋
牧
と
の
問
の
こ
の
種
の
例
と
し
て
中
臨
の
新
彊
の
場
合
な
ど
が
あ
げ

　
ら
れ
る
。
（
拙
稿
「
中
岡
西
北
部
の
牧
蓄
i
遊
牧
か
ら
農
牧
結
合
へ
i
」
『
人

　
文
地
理
』
十
六
の
三
）

⑪
　
ド
ル
ギ
フ
　
上
掲
孤
類
集
　
五
八
頁
。

⑫
　
チ
ェ
ル
ネ
ツ
ォ
フ
　
上
掲
論
集
　
七
四
頁
。

・
⑳
　
ユ
ー
ラ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
の
北
部
に
は
、
醐
共
逓
し
た
ぎ
Φ
ゆ
昌
貯
σ
q
の
文
化

　
が
塞
屠
を
な
し
、
こ
れ
か
ら
北
極
海
で
の
狩
猟
と
ス
キ
ー
に
よ
る
タ
イ
ガ
の
狩
猟

　
が
分
化
し
た
、
と
い
う
の
は
、
じ
d
坤
鱒
①
掌
。
。
身
一
芸
が
は
じ
め
に
唱
え
た
説
ら
し
い
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
の
学
者
は
、
．
本
文
の
以
下
に
あ
げ
た
よ
う
に
大
体
こ
れ
に
近
い
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
へ

　
の
よ
う
で
あ
る
が
、
切
三
お
掌
ω
ヨ
三
副
の
い
ヶ
、
定
住
漁
携
民
で
あ
っ
て
、
狩
猟

　
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
考
古
学
、
民
族
学
な
ど
の
上
か
ら
肯
定
で
き
な

　
い
と
し
て
い
る
。
（
諺
閏
Q
Q
Q
男
闘
O
爵
団
客
寓
O
ゆ
員
国
爵
①
8
員
O
弓
弓
箆
砂
類
－

　
勾
卜
。
σ
鼠
鷺
。
緊
勲
笛
頑
き
譲
Q
O
Q
や
呂
o
o
H
6
帥
お
⑦
ρ
o
日
や
b
。
8
1
。
。
O
O
）

　
　
以
下
、
本
文
の
基
層
文
化
の
論
旨
は
、
上
掲
ド
ル
ギ
フ
、
お
よ
び
チ
ェ
ル
ネ
ッ

　
オ
フ
論
文
に
よ
っ
た
。

⑭
　
ア
メ
リ
カ
の
学
界
で
は
、
か
な
り
こ
の
点
、
懐
疑
的
な
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、

　
そ
れ
で
も
可
能
性
は
な
い
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
傾
向
ら
し
く
、
こ
の
方
面
の
研

　
究
の
必
要
も
強
調
さ
れ
て
い
る
（
チ
ェ
ス
タ
ー
・
S
・
チ
ャ
ー
ド
「
北
米
人
類
学

　
者
に
よ
る
戦
後
の
極
北
研
究
」
　
『
罠
族
学
研
究
』
二
九
巻
三
号
）
。

　
　
一
方
ソ
連
の
方
で
は
、
エ
ス
キ
モ
ー
と
の
入
種
的
、
文
化
豹
関
連
を
シ
ベ
リ
ア

　
族
諸
の
中
に
求
め
よ
う
と
ず
る
傾
向
が
か
な
り
強
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
た
と
え

　
ば
Q
類
弱
類
㎏
Q
営
頃
導
①
H
岡
O
鎖
国
b
趣
緊
縛
国
Q
閤
零
導
Q
ゆ
O
娼
団
装
閤
（
シ
ベ
リ

　
ア
況
族
誌
学
選
集
）
の
シ
リ
…
ズ
に
こ
れ
に
関
し
た
論
文
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

　
ー
ツ
ソ
ド
ヲ
の
よ
う
な
開
か
れ
た
場
所
で
は
、
獲
物
を
追
っ
て
岡
一
文
化
を
も

　
つ
た
人
闘
が
急
速
に
東
西
に
ひ
ろ
が
り
、
類
似
し
た
文
化
要
素
が
シ
ベ
リ
ア
の
み

　
か
新
大
陸
の
環
北
極
圏
に
も
ひ
ろ
ま
っ
た
。
チ
ェ
ル
ネ
ッ
ォ
フ
（
論
集
六
四
頁
）
。

⑮
　
騨
O
．
淘
○
陶
舅
醤
図
…
日
夢
徴
韓
¢
o
帽
．
り
．

磯
　
シ
ム
チ
ェ
ソ
コ
上
掲
論
文
（
論
集
　
八
三
貰
）
、
類
・
Q
・
り
く
め
b
d
潤
綴
…
6
簿
累

　
馨
Φ
O
目
や
ω
9

勧
　
騨
ρ
満
O
詞
弓
類
図
円
窟
寓
競
Φ
o
日
や
○
。
サ
Q
。
刈
’
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蝋
鋤
　
チ
ュ
ク
チ
・
コ
リ
ヤ
ー
ク
の
ト
ナ
カ
イ
翻
…
育
が
か
な
り
他
と
違
っ
た
と
こ
ろ
が

　
あ
る
こ
と
か
ら
さ
し
て
古
く
な
い
臨
代
に
独
立
に
起
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
ー
ド
ル
ギ
フ
上
掲
弧
酬
集
六
一
二
頁
。

磯
　
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ベ
「
牧
畜
毘
と
遊
牧
民
」
　
（
A
．
E
．
イ
エ
ソ
ゼ
ソ
他
著
。
大
林

　
太
良
、
鈴
木
満
男
訳
『
民
族
学
入
錫
』
社
会
思
想
社
　
補
習
八
、
一
二
七
頁
。
）

⑯
　
今
西
　
上
掲
轡
。

㊨
　
臼
鳥
庫
吉
門
ア
ジ
ア
請
題
目
史
諭
」
　
（
『
ア
ジ
ア
問
題
講
座
』
民
族
・
歴
史
篇

　
（
一
一
）
創
元
教
　
昭
一
騰
。
）

⑫
　
莫
東
寅
『
満
族
央
論
叢
』
人
民
顯
版
祉
　
北
京
　
一
九
五
八
、
一
－
八
頁
。

⑬
　
秋
葉
隆
『
満
州
罠
族
誌
』
満
日
文
化
協
会
　
新
京
　
康
徳
五
　
一
一
〇
…
二
一
頁
。

⑭
）
も
っ
と
も
、
ツ
ソ
グ
…
ス
の
中
に
は
、
ト
ナ
カ
イ
を
も
た
ず
、
沿
海
で
漁
拷
・

　
海
獣
狩
猟
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
は
、
か
な
り

　
の
問
題
と
さ
れ
ト
ナ
カ
イ
飼
育
を
獲
得
す
る
以
前
に
漸
石
器
時
代
移
動
し
て
来
た

　
ツ
ン
グ
ー
ス
で
あ
る
と
考
え
る
学
表
も
あ
る
が
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
は
ツ
ン
グ
ー
ス

　
と
サ
モ
エ
…
ド
に
は
じ
ま
る
と
い
う
説
を
と
る
学
者
の
一
入
罵
・
舜
詞
Φ
霞
口

　
は
、
次
の
よ
う
に
見
て
い
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by　the　Gregorian　Reform　which　insisted　that　’狽?ｅ　monarch　was　not

derived　from　God，　but　from　men　who　had　been　igororant　of　God．　On

the　side　of　kings　two　kinds　of　expressions　of　the　crieicisms　against　this

radica1　Gregorian　attack　may　be　considered．

　　The　first　of　the　direct　criticism　against　this　attack　was　one　by　Anony－

inous　of　York，　Hugh　of　Fleury　and　lvo　of　Charti’es，　who　took　the　reac－

tionary　position　expatiating　on　the　early　medieval　tradition　of　the　theo－

cratic　kingship．

　　The　second　criticism　appeared　in　ancl　after　the　investiture　contest，

namely　in　the　reigns　of　Henry　1　and　II，　and　was　based　on　the　secu｝ar

bureaucratic　attitude　which　knew　no　sanction　beyond　the　king’s　wi1；

（Richard　Fitz　Nigel　and　Ranulf　Glanvi11）　on　the　one　hand　and　on　the

philosoplaical　attitude　which　admitted　the　moral　quaiities　of　the　s£ate

along　with　the　traditional　hierocratic　theory　（John　of　Salisbury）　on　the

other　hand．　This　secularizalion　of　monarchy－conception　was，　1　thinl〈，

forced　by　the　secularization　of　the　monarchy　itself　after　the　end　of　the

Gregorian　Reform．

Fishing　aBd　Hunting　People　and　Reindeer－breeding　in　Siberia

by

Shinji　Sait6

　　A　normadic　people　is　divided　roughly　into　two　groups；　one　who　bre－

eds　horses，　sheep　and　others　in　tlae　arid　region，　the　other　reindeers　in

the　frigid　zone．　These　two　groups　have　the　fundamental　difference；

the　former，　contiguous　to　£he　humid　region　or　oasis，　has　the　rela£ion　to

agriculture，　and　tlie　latter，　seperated　from　the　agricu1turai　region，　to

fishing　and　hunting．　ln　tundra　and　taiga，　ehe　original　culture　was

formed　on　the　basis　o’S　hunting　of　wild　reindeers　and　fishing　en　the

sea　and　river．　Even　after　the　commencement　of　reindeer－breeding，

this　cultural　pattern　did’@not　change　in　substance．　The　reindeers　had

a　inarked　tendencey　to　be　bred　as　a　burden　or　draft　aRimal　in　taiga

and　as　a　supplement　for　huRting　and　fishing　in　the　tundre　be1t．　The

way　how　reindeer－breeding　is　originated　has　been　！argely　unknown，

but　according　to　the　Soviet　etlmologists　it　is　within　the　range　of　pos－

slbiiity　that　its　origin　in　the　southerR　Siberia　under　the　influence　oii

cattle－breeding　in　the　arid　region．　The　culture　in　the　centra！　Asia
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ln6！uding　cattle－breeding　・may　be　thought　to　reach　the　northern　side，　ih

process　of　development，　to　assimi！ate　the　fishlng　and　hunting　culture．．

in　the　taiga’ ≠獅п@tundra　regiens，　and　relndeer－breeding　are　combined

organicaily．　The　sottthern－most　habitat　of　reindeers　roughly　divides　the

reindeer－breeding　region　with　hunting　in　the　north　from　the　horse－sheep－

breeding　region　with　agriculture　in　the　south　；　which　is　comparatively・

the　case　with　Tungus　over　the　north　and　south．

　　Studies　through　the　Chinese　history　aboue　Tungus　as　a　race　who

brought　reinclee’窒b窒?ｅｄｉｎｇ　to　Siberia　denote　tke　possibiliey　tracing　back

to　the　considerably　old　tiine；　it　would　be　uneasy　to　corroborate　the

process　of　domestication　of　wild　yeindeers．
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