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棚
瀬
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學

　
　
　
こ
の
頃
漸
く
我
が
國
で
も
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
科
學
に
、
文
化
人
類
學
、
社
會
入
心
心
、
罠
族
學
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
學
問

　
　
は
一
謄
…
如
何
な
る
學
問
で
あ
り
、
そ
の
異
同
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
は
又
い
く
つ
か
の
隣
接
三
富
が
あ
る
が
、
そ
の
關
係
は
如
何

　
　
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
本
論
で
は
内
容
や
方
法
論
に
は
あ
ま
り
深
く
立
入
ら
な
い
で
、
形
式
的
に
文
化
人
野
立
を
中
心
と
し
て
亭
々
論
を

　
　
若
干
試
み
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
學
問
が
如
何
な
る
畢
問
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
は
、
ま
つ
入
居
學
と
は
如
何
な
る
學
問
で
あ
る
か
を
考
察
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
類
學
帥
艮
貯
。
℃
o
ざ
σ
q
団
は
い
う
ま
で
も
な
く
字
義
的
に
は
人
の
科
學
o
Q
g
o
昌
o
o
o
h
切
長
⇒
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の

37喚　
　
　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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哲
羅
丁
研
兜
九
　
　
簸
叩
酬
四
百
嶋
ハ
⊥
T
麗
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

字
義
に
比
較
的
忠
費
に
人
類
學
を
解
し
よ
う
と
す
る
入
曽
も
少
く
な
い
。
曾
て
西
村
翼
次
氏
が
過
現
末
に
璽
る
人
類
の
存
在
を
知
ろ
う
と

す
る
學
問
は
い
く
ら
も
あ
る
け
れ
ど
、
大
抵
の
町
民
は
薩
接
男
泣
に
そ
れ
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
最
も
直
接
に
そ
れ
を
知
ろ
う

と
す
る
の
が
人
類
の
歴
吏
で
あ
り
、
人
類
學
で
あ
る
と
す
る
の
も
こ
れ
で
あ
り
、
マ
レ
ッ
ト
（
饗
。
嗣
則
　
鼠
鋤
嘱
⇔
轡
轡
）
が
進
化
観
念
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

瓢
火
さ
れ
、
導
火
さ
れ
た
全
人
類
の
歴
史
を
研
究
す
る
も
の
だ
と
す
る
の
も
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
頃
は
ま
た
入
問
に
課
す
る
鉱
業
が
個
々
に
専
門
化
し
、
人
悶
を
全
騰
と
し
て
研
究
す
る
上
に
鉄
勲
が
生
れ
た
。
生
物
と
し
て
の
人

の
研
究
を
な
す
黙
劇
學
、
特
定
の
文
化
の
範
晦
を
研
究
す
る
就
會
學
、
繧
濟
學
、
法
學
、
宗
教
學
、
入
の
心
理
を
研
究
す
る
心
理
學
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
あ
る
が
、
人
問
を
研
究
し
な
が
ら
分
裂
し
て
い
る
。
杉
浦
健
一
氏
の
糟
語
に
從
う
な
ら
ば
、
研
究
分
野
の
鱗
介
領
域
に
室
白
が
で
き
て

い
る
。
入
の
一
画
の
み
を
彫
る
と
研
究
は
進
歩
し
た
が
、
ば
ら
ば
ら
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
人
そ
の
も
の
が
忘
れ
ら
れ
勝
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
綜
合
研
究
の
意
圓
を
つ
よ
く
持
つ
の
が
人
類
學
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
杉
浦
筑
は
入
曽
學
と
は
ヒ
ト
の
身
膿
並
に
精
紳
を
そ
の
は

た
ら
き
の
本
性
と
歴
史
と
い
う
基
本
問
題
に
關
心
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
綜
合
化
さ
れ
た
ヒ
ト
の
研
究
を
行
う
上
鞍
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
黙
で
は
石
田
英
一
鄭
氏
等
の
人
類
學
も
略
岡
様
で
あ
っ
て
、
今
臼
人
間
に
關
す
る
學
問
に
は
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
の
多
く

の
専
門
分
野
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
重
科
學
は
人
間
の
あ
る
特
定
の
瓶
な
い
し
部
分
を
選
ん
で
そ
の
研
究
の
封
象
と
し
て
い
る
に
重
し
、

人
類
學
は
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
疑
闘
に
直
接
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
部
分
の
探
求
で
は
な
く
て
全
騰
の
把
握
つ
ま
り
入
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

全
騰
像
に
一
つ
の
見
評
し
を
與
え
よ
う
と
す
る
科
學
で
あ
る
と
し
、
全
膿
的
人
並
像
の
學
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
又
入
管
學
は
人
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

研
究
の
あ
る
特
定
の
津
々
諸
事
學
の
爲
の
基
礎
知
識
乃
至
基
礎
教
養
と
解
し
甲
、
も
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
鮭

大
な
學
問
理
念
で
あ
る
。
そ
う
詠
う
愚
問
は
今
日
一
入
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
い
う
學
聞
が
存
在
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
．

　
し
か
し
建
っ
て
考
え
る
と
そ
の
よ
う
な
學
問
が
少
く
と
も
専
門
畢
と
し
て
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
曾
て
綜
合
瀧
會
學
は
そ
の
あ
ま
り

の
勉
括
性
の
爲
に
破
れ
去
っ
た
。
馳
會
學
は
鰯
携
科
學
た
ら
ん
が
爲
に
綜
合
就
會
學
を
す
て
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
反
省
し
て
見
る
時

に
、
人
類
學
に
も
何
等
か
の
限
界
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
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人
類
學
は
人
声
の
科
學
で
は
あ
る
が
、
あ
る
一
定
の
制
限
を
之
に
輿
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
す
で
に
一
部
の
學
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
へ

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
類
學
が
取
扱
う
人
は
個
人
と
し
て
の
入
で
な
く
、
就
會
の
成
員
と
し
て
の
人
で
あ
る
と
い
う
限
界
で
あ
る
。

例
え
ば
心
理
學
も
生
理
學
も
人
の
科
學
で
あ
る
に
逆
蓮
な
い
が
、
個
入
と
し
て
の
人
、
或
は
普
遍
者
と
し
て
の
入
に
其
の
電
源
を
集
中
し

て
い
る
。
然
る
に
人
類
學
は
集
　
幽
に
お
け
る
人
に
閥
心
を
集
中
す
る
。
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ス
　
（
燗
・
じ
尊
◎
霧
）
は
個
入
で
な
く
て
集
幽
が
人

類
學
者
の
主
要
な
欄
心
事
で
あ
り
、
集
團
に
配
當
さ
れ
た
も
の
と
し
て
行
爲
を
決
定
す
る
就
振
興
、
入
種
罪
状
件
を
研
究
す
る
で
あ
ろ
う

　
　
（
5
）

と
言
い
、
ク
ル
ー
バ
ー
（
餅
●
　
㌍
。
　
図
圃
．
O
O
げ
①
騰
）
は
人
類
學
は
集
團
に
お
け
る
人
を
研
究
す
る
科
學
で
あ
り
、
人
の
集
團
と
そ
の
行
爲
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

所
産
の
科
學
で
あ
る
と
い
う
。
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
》
●
圃
●
甥
勲
伽
鎌
一
津
餐
ご
¢
巴
O
≦
切
）
も
ま
た
織
愈
人
類
學
は
集
團
の
行
爲
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

整
準
と
の
醐
係
に
お
け
る
諸
個
人
の
集
合
騰
を
研
究
す
る
科
攣
で
あ
る
と
蓮
べ
て
い
る
。
勿
論
こ
こ
に
集
團
と
い
う
の
は
、
地
域
、
文
化

殊
に
、
書
画
共
岡
騰
と
い
う
よ
う
な
集
團
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
、
人
類
學
は
今
ま
で
個
入
を
個
人
と
し
て
研
究
し
て
來
た
の
で
な
い
。

個
人
差
の
研
究
や
個
人
の
傳
記
の
研
究
な
ど
も
し
て
來
た
が
、
そ
れ
は
矢
張
り
一
定
の
杜
會
を
発
想
し
て
の
個
人
差
や
傳
記
研
究
で
あ
っ

た
。
人
類
學
の
取
扱
つ
た
身
長
や
頭
形
は
一
定
の
集
團
の
世
々
の
そ
れ
で
あ
り
、
紳
の
観
念
と
勝
っ
て
も
一
定
の
集
團
の
妙
々
に
分
有
さ

れ
る
も
の
と
し
て
の
紳
の
槻
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
を
輿
え
る
こ
と
が
人
類
學
に
取
っ
て
極
め
て
大
切
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
こ
で
筆
者
が
人
類
學
と
言
っ
て
い
る
の
は
英
語
的
用
法
に
從
っ
て
遽
べ
て
い
る
の
で
、
濁
逸
の
》
纂
げ
吋
。
℃
o
ご
σ
q
δ
は
其
の
概
念
を

若
干
異
に
し
て
い
る
。
一
般
に
猫
逸
で
は
》
簿
ぽ
。
噂
。
ざ
σ
q
δ
は
団
盛
鄭
鉱
。
σ
q
δ
と
相
謝
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
部
ち
》
簿
7

暁
。
℃
○
ご
σ
q
に
は
騰
質
な
い
し
形
質
人
類
學
を
意
味
す
る
に
臭
し
て
、
潤
餅
瓢
。
ざ
α
q
冨
は
諸
民
族
の
文
化
の
比
較
研
究
を
な
す
學
問
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
職
下
等
が
國
で
人
類
學
、
民
族
學
な
ど
の
用
語
が
使
用
さ
れ
た
の
は
猫
糞
的
な
學
問
概
念
と
用
語
を
輪
入
し
て
い
た
。

職
前
に
も
英
語
的
な
人
類
學
の
概
念
は
入
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
主
流
で
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
戦
後
人
類
學
は
英
語
的
用
法
に

よ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
こ
の
集
醐
に
お
け
る
人
の
科
學
と
し
て
の
人
類
學
の
申
に
分
科
を
認
め
な
い
が
よ
い
と
す
る
傾
向
は
か
な
り
強
く
流
れ
て
い
る
。
人
類

　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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折
羅
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
六
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖

餐
は
入
間
を
全
騰
と
し
て
理
解
…
す
る
も
の
だ
と
い
う
理
念
を
か
か
げ
れ
ば
折
角
の
人
類
學
を
更
に
分
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
人
類
學
の
精

紳
に
逆
行
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
綱
写
し
て
杜
會
の
成
員
と
し
て
の
入
の
科
學
で
あ
る
と
規
定
し
て
も
入
穿
學
の
領
域
は

か
な
り
廣
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
類
學
に
い
く
つ
か
の
分
科
を
認
め
る
こ
と
は
研
究
の
實
際
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、
賞
罰
賢
認
め
ら
れ

て
も
き
て
い
る
。
そ
の
中
の
最
も
大
き
な
麗
劃
は
文
化
人
類
學
。
¢
冒
ξ
鎮
9
纂
げ
。
や
。
一
〇
α
q
累
と
形
質
人
類
學
℃
ぴ
蕩
ざ
巴
節
瓦
町
。
℃
巳
。
σ
q
曵

で
あ
り
、
こ
の
爾
者
を
人
類
畢
の
二
大
部
門
と
認
め
る
こ
と
は
、
蝋
々
例
謹
す
る
ま
で
も
な
く
、
極
め
て
多
数
の
學
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ

　
（
8
）

て
い
る
。
然
し
唯
軍
に
便
宜
の
爲
に
分
け
た
と
い
う
以
上
に
、
置
劃
を
な
す
塗
擦
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
類
學
の
中
に

諸
分
科
を
認
め
な
い
の
が
よ
い
と
い
う
人
々
の
爲
に
特
に
そ
の
根
無
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
思
う
に
人
は
有
機
醗
と
し
て
自
然
界
の
一
員
で
あ
る
と
同
盟
に
、
歴
史
と
紅
器
性
を
有
す
る
文
化
的
存
在
で
あ
る
。
人
が
文
化
と
歴
史

を
持
つ
存
在
と
な
っ
た
の
は
、
人
は
他
の
動
物
と
異
っ
て
前
肢
と
後
肢
に
著
し
い
分
化
を
生
じ
、
前
肢
を
解
放
し
て
手
と
な
し
、
技
術
的

動
物
と
な
っ
た
こ
と
、
謄
容
量
が
他
の
動
物
に
比
し
て
際
だ
つ
て
大
な
る
こ
と
、
寒
詣
を
語
り
う
る
有
機
的
基
礎
を
持
つ
た
こ
と
な
ど
と

關
係
を
持
っ
て
い
る
。
入
が
文
化
的
動
物
で
あ
り
得
た
の
は
人
の
有
機
的
特
色
と
無
燈
係
で
は
な
い
。
逆
に
文
化
を
持
つ
た
こ
と
が
有
機

騰
に
影
響
を
與
え
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
筆
先
に
雷
う
如
く
人
類
學
を
分
た
な
い
で
、
有
機
騰
と
文
化
の
双
方
を
総
じ
て
研
究
し
よ
う

と
す
る
の
は
す
ぐ
れ
た
見
識
で
あ
る
。
し
か
し
人
の
生
物
學
的
一
般
性
と
文
化
と
は
確
か
に
關
係
が
あ
る
が
、
特
定
の
形
質
的
特
色
を
持

つ
人
間
集
團
が
特
定
の
文
化
を
持
つ
と
は
必
ず
し
も
主
張
し
得
な
い
。
曾
て
は
人
種
的
偏
見
と
も
網
倹
っ
て
、
人
種
決
定
論
の
行
わ
れ
た

こ
と
も
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
れ
は
支
持
さ
れ
な
い
。
否
む
し
ろ
人
種
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
の
共
有
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
假
に
米
國
に
移
住
し
た
脂
本
法
の
二
世
或
は
三
世
、
或
は
米
國
に
移
住
し
た
ニ
グ
ロ
を
考
え
て
見
る
な
ら
ば
、
彼
等
の
人
種
的
特

色
は
決
し
て
消
失
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
又
日
本
人
的
家
庭
生
活
や
ニ
グ
ロ
的
家
庭
生
活
が
完
全
に
除
表
さ
れ
な
け
れ
ば
、
文
化
に
も

若
干
の
特
色
を
持
つ
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
、
大
騰
に
於
て
其
の
騰
質
的
特
色
を
離
れ
て
白
入
と
共
に
米
視
野
を
語
り
、
米
國
人
と
し
て

行
動
し
、
米
國
的
三
碧
を
二
黒
つ
け
る
の
で
あ
る
。
米
國
文
化
は
勿
論
入
間
一
般
の
生
物
町
費
欲
求
を
満
足
せ
し
め
る
機
能
を
有
し
て
い
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る
が
、
集
團
と
し
て
の
騰
質
的
特
色
と
は
直
ち
に
結
合
せ
ら
れ
な
い
濁
自
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
文
化
を
超
観
照
騰
終
。
。
。
q
娼
費
。
弓
σ
q
二
黒
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
し
て
性
格
づ
け
た
の
は
ク
ル
ー
バ
…
（
〉
卿
U
。
丙
弓
O
O
び
O
男
）
で
あ
っ
た
。
超
有
機
騰
は
有
機
膿
並
に
無
機
騰
と
並
ん
で
現
象
の
一
レ
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
は
じ
め
ク
ル
ー
バ
ー
が
遽
べ
た
よ
う
に
有
機
騰
が
終
っ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
な
く
、
o
圏
σ
Q
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

践
。
も
貯
。
。
で
は
あ
る
が
、
概
念
的
に
明
確
に
把
握
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
撃
っ
て
こ
れ
を
封
象
と
す
る
科
畢
は
、
分
科
科
學
で
あ
る
以
上

に
猫
立
性
を
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
て
文
化
人
類
學
は
少
く
と
も
封
象
的
に
存
在
の
根
管
を
持
つ
が
、
更
に
學
史
的
事
情
、
關
心
を
有
す
る
封
象
の
部
分
、
畢
問
の
目

的
や
方
法
の
相
撃
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
分
科
が
生
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
（
晶
Ω
．
囚
一
鶉
O
ぴ
O
げ
昌
）
が
文
化
人
類
學
の
分
科
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
ユ
）

て
暴
げ
た
の
は
考
古
學
、
罠
族
誌
、
民
族
學
、
民
俗
學
、
祉
會
人
類
學
、
書
語
誌
、
文
化
と
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

西
村
眞
次
、
文
化
入
類
學
、
大
一
三
、
二
頁
労
．
閃
．
護
鎚
．
o
欝
”
〉
⇔
二
途
。
℃
o
δ
σ
q
矯
一
り
融
解
6
び
一
曾

杉
浦
傭
脚
一
、
　
人
獺
州
學
、
　
昭
二
六
、
　
一
罵
貝

石
贋
英
一
郎
、
寺
田
恥
夫
、
石
川
榮
吉
共
著
、
人
類
學
概
設
、
昭
三
三
、
第
一
章

岡
上
、
序
、
三
頁

緊
切
。
霧
”
〉
巨
冨
。
℃
9
0
ロ
q
績
拶
一
益
鍵
。
価
。
ヨ
ご
冷
℃
一
露
Q
。
や
℃
・
一
博
や

》
畳
い
図
δ
o
び
2
”
〉
艮
ぼ
。
や
。
｝
o
α
q
望
一
逡
。
。
・
や
一
鳶

》
・
男
・
淵
巴
象
津
出
お
≦
『
ζ
o
け
ぴ
。
低
ぎ
G
。
0
9
巴
》
9
ξ
o
℃
o
圓
。
σ
q
ざ
お
“
c
。
℃
ワ
δ
暁
・
男
・
霊
日
日
げ
は
趾
會
人
類
學
に
つ
い
て
で
あ
る
が
「
靴
愈

人
類
學
は
舐
會
的
條
件
の
下
に
い
か
に
人
は
行
爲
す
る
か
の
理
性
的
な
比
較
分
析
を
志
す
」
と
遮
べ
て
い
る
。
些
。
諺
。
艮
。
。
亀
Q
。
o
o
一
拙
○
お
鋤
勘
§
9
図
ご

一
⑩
巳
”
o
財
囲
●

（
8
）

（
9
）

（
0
王
）

（
1
三
）

（
2
王
）

鍵
・
顛
。
器
犀
。
〈
凶
誘
”
竃
勲
昌
9
詳
偶
ぴ
岡
。
・
芝
。
藁
。
・
獅
一
窯
Q
O
矯
掌
G
。
●
0
8
購

》
●
暦
・
緊
δ
o
び
。
コ
↓
げ
o
G
っ
¢
℃
興
。
茜
9
鉱
ρ
》
ヨ
。
誌
＄
嵩
》
緊
肖
り
噌
。
℃
o
δ
σ
q
蓉
℃
お
峯
娼
℃
．
一
9
1
嘘
匂
。

》
・
騨
鎖
o
o
び
。
汀
鍔
”
鋒
欝
静
。
唱
臨
導
鐵
く
。
≦
o
囲
物
曹
一
⑩
念
℃
℃
℃
．
島
。
。
一
片
囲

拙
稿
、
文
化
の
定
義
「
文
化
の
心
理
」
所
牧
昭
三
四
、
二
二
一
ご
三
頁
湾
8
①
び
霞
”
》
糞
財
『
o
℃
o
ご
σ
q
ざ
昌
。
≦
①
鐸
で
℃
・
瞬
悼
や

拙
著
、
文
化
人
類
學
、
眠
二
五
、
六
－
七
頁
等
参
照

文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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二
民
族
學
と
就
會
人
類
學

　
さ
て
文
化
人
類
學
は
証
會
の
成
員
と
し
て
の
人
の
文
化
的
行
爲
と
其
の
所
産
を
取
扱
う
科
學
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
厨
す
る
も
の
と
し

て
捲
溢
せ
ら
れ
た
分
科
を
精
査
す
る
と
、
考
古
學
と
書
語
學
の
研
究
封
象
も
亦
…
職
會
の
成
員
と
し
て
の
人
の
書
語
で
あ
り
、
或
は
曾
て
文

化
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
文
化
人
類
學
的
研
究
封
象
で
あ
る
が
、
我
が
國
で
は
猫
自
の
登
展
を
と
げ
て
い
る
か
ら
暫
く
あ

つ
か
ろ
う
。

　
民
族
誌
は
極
め
て
壷
重
な
も
の
で
あ
る
し
、
文
化
人
類
學
は
こ
れ
あ
る
が
故
に
學
問
的
な
張
さ
を
誇
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
懸
々

の
民
族
文
化
の
純
梓
の
記
違
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
一
個
の
完
成
し
た
學
問
と
は
書
い
難
い
。
長
閉
幕
は
文
化
民
族
の
中
に
残
存
す

る
奮
慣
の
研
究
を
な
す
畢
問
で
、
蕎
慣
の
中
に
は
高
等
文
化
か
ら
沈
下
し
た
も
の
も
あ
っ
て
若
干
の
特
色
を
持
つ
け
れ
ど
も
、
結
局
は
一

民
族
學
で
あ
り
、
自
民
族
學
で
あ
っ
て
、
後
に
蓮
べ
る
よ
う
に
罠
族
畢
に
鈍
甲
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
文
化
と
パ
…
ス
ナ
リ
テ
ィ
は
特
定
文

化
の
中
で
文
化
に
育
成
さ
れ
る
人
間
の
研
究
で
あ
っ
て
、
心
理
學
や
叢
論
と
の
．
蓮
爾
も
あ
り
、
専
門
技
術
を
要
す
る
研
究
課
題
で
あ
る
が
、

當
然
文
化
人
類
學
の
中
に
は
含
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
個
の
億
別
科
學
と
認
む
べ
き
か
否
か
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
よ
く
輔
ら
な
い
。

結
局
こ
の
學
悶
論
で
中
心
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
民
族
學
と
赴
會
人
類
學
で
あ
り
、
爾
者
の
關
係
で
あ
り
、
夫
々
の
隣
接
科

學
と
の
關
…
係
で
あ
る
。

　
學
史
的
に
晃
る
と
民
族
學
野
げ
8
｝
o
σ
脅
貯
の
學
名
は
砒
會
人
類
學
よ
り
は
遙
か
に
古
い
。
邸
ち
そ
れ
は
一
八
三
九
、
≦
●
鵠
鮎
≦
鎚
翁

が
パ
リ
…
に
G
o
o
臨
。
鼠
繕
圏
夢
⇒
包
。
σ
q
器
を
創
め
て
か
ら
使
わ
れ
だ
し
た
由
で
あ
る
。
そ
し
て
窺
書
は
人
類
學
と
の
關
係
ま
た
は
そ
の
學

問
の
地
位
の
如
き
は
明
確
に
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
種
々
の
入
種
、
特
に
未
開
民
族
に
写
す
る
興
味
あ
る
研
究
と
し
て
迎
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
（
1
）

に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
。
こ
の
詳
言
は
鐙
質
的
な
面
す
ら
が
民
族
學
の
名
の
下
に
考
察
さ
れ
、
特
に
除
外
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
　
然
る
に
。
夢
β
o
ψ
は
艮
族
集
團
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
分
化
は
人
種
即
ち
形
質
的
な
特
質
で
は
な
く
し
て
、
文
化
的
洋
食
的
性
質
に
よ
る
の

　
　
で
あ
る
か
ら
、
文
化
的
特
質
の
研
究
に
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
て
民
族
學
は
先
に
蓮
べ
た
よ
う
に
燭
逸
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、

　
　
大
陸
で
は
一
般
に
諸
民
族
の
特
徴
あ
る
文
化
の
研
究
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
陸
で
例
外
と
思
わ
れ
る
の
は
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
っ

　
　
て
、
例
え
ば
ヴ
ァ
ン
・
エ
…
ル
デ
（
ρ
轡
ρ
毒
β
図
。
瓦
。
）
は
英
米
風
に
勲
簿
ξ
o
℃
o
｝
。
σ
登
凶
⇔
を
人
間
の
學
と
し
て
贋
義
に
使
用
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
中
に
狡
義
の
自
然
科
學
と
文
化
學
を
涯
劉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
方
英
國
に
於
て
人
類
學
的
講
義
の
行
わ
れ
た
の
は
、
オ
ク
ス
フ
凄
・
i
ド
で
一
八
八
四
以
降
、
ケ
ム
ブ
リ
ヂ
で
一
九
〇
〇
以
降
、
ロ
ン

　
　
ド
ン
大
學
で
一
九
〇
八
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
其
の
内
容
は
人
と
文
明
の
研
究
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
英
圏
人
類
學
の
父
と
呼
ば
れ
る
タ
イ

　
　
ラ
ー
（
国
●
㎞
W
●
」
門
団
円
〇
噌
）
の
著
「
人
類
學
」
（
初
版
一
八
八
一
、
一
八
八
九
、
一
八
九
二
に
改
訂
が
行
わ
れ
た
）
に
は
人
と
文
瞬
研
究
序
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
の
翻
題
が
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
若
千
自
然
毒
類
學
的
見
地
も
入
れ
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
極
く
僅
か
で
あ
っ
て
、
事
賢
上
は
殆
ど
大
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
民
族
學
と
異
な
ら
ぬ
土
類
文
化
研
究
が
中
心
で
あ
る
。
例
え
ば
バ
ス
チ
ア
ン
（
》
．
　
⇔
d
節
q
o
δ
陣
帥
渉
）
と
タ
イ
ラ
ー
の
著
述
を
讃
み
比
べ
て
、

　
　
之
を
別
種
の
學
問
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
駄
會
人
類
學
の
名
稻
が
大
隠
の
講
義
に
現
わ
れ
る
の
は
一
九
〇
八
で
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
大
學
で
、
フ
レ
イ
ザ
ー
α
幽
Q
●
零
器
窪
）
が
こ

　
　
の
名
の
下
に
講
義
を
し
た
。
フ
レ
イ
ザ
…
に
は
濁
特
の
抱
負
が
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
の
見
え
る
け
れ
ど
も
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
大
部
分
の
業
績

　
　
は
大
陸
の
艮
族
學
と
愛
ら
な
い
。
然
る
に
一
九
三
ニ
ケ
ン
ブ
リ
ヂ
で
イ
く
籠
㌶
目
≦
誘
o
O
ぴ
鉱
鴨
を
獲
た
パ
ッ
ド
ン
（
》
響
｛
Ω
願
口
簿
飢
山
。
質
）

　
　
に
な
る
と
砒
會
人
類
學
と
民
族
學
の
分
化
が
見
え
る
。

　
　
　
バ
ッ
ド
ン
に
よ
れ
ば
民
族
學
は
物
質
文
化
、
文
化
の
薩
愈
高
儀
禮
的
要
素
の
地
理
的
分
布
並
に
關
連
に
曝
露
を
集
中
す
る
畢
聞
で
あ
り
、

　
　
又
そ
の
傅
播
に
細
心
を
持
つ
亡
霊
で
あ
る
に
封
し
て
、
証
會
人
類
學
は
粒
會
學
的
及
び
心
理
學
的
方
法
に
よ
る
そ
れ
自
身
の
権
利
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
る
文
化
の
研
究
を
意
味
し
た
。
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
（
潤
●
　
轡
鴨
　
］
凹
く
曽
路
の
蓬
℃
二
一
什
O
び
9
罵
伽
）
は
砒
會
人
類
學
と

　
　
民
族
學
を
領
域
を
同
じ
く
し
な
が
ら
陰
面
を
異
に
す
る
科
學
で
あ
る
と
毘
て
い
る
。
共
に
文
化
と
肚
會
の
研
究
に
關
浸
し
て
い
る
。
民
に

43荏　
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七
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よ
れ
ば
民
族
學
の
任
務
は
民
族
の
人
種
的
特
色
に
基
く
分
類
を
な
し
、
次
で
現
在
及
び
過
去
に
於
け
る
彼
等
の
分
布
を
民
族
の
移
動
と
混

　
　
合
及
び
文
化
の
爵
号
に
よ
っ
て
説
明
せ
ん
と
す
る
畢
問
で
あ
る
。
之
に
心
し
て
穀
會
人
類
學
は
一
般
に
鰯
度
化
さ
れ
た
形
態
に
於
け
る
家

　
　
族
、
親
縁
組
繊
、
政
治
言
成
、
法
意
績
、
宗
教
儀
膝
撃
の
如
き
蔵
會
言
行
爲
と
制
度
間
の
關
係
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
く
の
如
き

　
　
研
究
を
可
能
に
す
る
適
切
な
贅
料
が
あ
れ
ば
現
在
の
枇
會
に
つ
い
て
行
っ
て
も
、
歴
史
的
薩
會
に
つ
い
て
行
っ
て
も
よ
い
の
だ
と
し
て
い

　
　
る
。
印
ち
あ
る
慣
習
が
分
布
圖
と
し
て
溝
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
民
族
學
者
に
取
っ
て
は
人
種
移
動
、
文
化
移
動
、
民
族
間
に
お
け
る
過
去

　
　
の
援
燭
の
謹
擦
と
し
て
磁
心
が
持
た
れ
る
に
封
し
て
、
社
會
人
類
學
者
に
取
っ
て
は
、
現
在
に
於
け
る
民
族
の
全
膿
血
會
生
活
の
一
部
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
し
て
瀾
心
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
ケ
ム
ブ
リ
ヂ
の
フ
ォ
ー
テ
ィ
ス
（
諸
・
国
。
答
。
。
・
）
は
社
會
人
類
學
の
研
究
は
同
時
面
輔
位
（
超
守

　
　
o
ヶ
3
巳
。
鐸
づ
翻
）
又
は
杜
會
的
現
在
（
m
o
鼠
鉱
唱
器
。
。
o
露
）
の
研
究
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
が
、
之
に
署
し
て
雷
え
ば
民
族
學
は
異
時
的

　
　
軍
位
（
身
8
貯
・
凱
。
§
騨
）
の
研
究
で
あ
る
と
書
え
る
し
、
又
就
會
人
類
畢
は
分
析
科
學
で
あ
る
に
会
し
て
、
民
族
學
は
歴
史
科
學
で

　
　
あ
る
と
も
表
現
し
得
よ
う
し
、
更
に
は
機
影
人
類
學
は
横
の
研
究
で
あ
る
に
駕
し
て
、
民
族
學
は
縦
の
研
究
で
あ
る
と
も
帯
し
得
よ
う
。

　
　
　
英
國
の
新
し
い
殺
會
人
類
學
者
は
民
族
聖
者
を
低
く
評
聾
す
る
が
、
學
問
的
性
格
が
そ
れ
程
明
確
で
な
か
っ
た
民
族
學
の
中
に
、
新
し

　
　
い
民
族
學
も
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
は
軍
器
の
文
化
史
的
民
族
學
　
（
海
湾
美
並
霞
ω
8
村
貯
。
げ
。
弾
げ
口
9
0
σ
q
δ
）
又
は
文
化

　
　
圏
読
（
貴
弟
け
ξ
ξ
①
一
。
。
δ
げ
。
）
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
學
問
は
ま
さ
に
人
類
文
化
史
を
建
設
せ
ん
と
し
て
お
り
、
文
化
の
傳
播
を
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
原
理
と
し
て
い
る
か
ら
、
三
族
學
に
碧
し
て
歴
史
科
學
の
刻
印
を
お
す
こ
と
は
聞
撃
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
罠
族
制
と
東
畑
人
類
學
の
こ
の
分
化
に
平
し
て
、
學
史
的
に
最
も
償
値
高
い
論
文
は
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
　
（
》
●
菊
．
口
三
儀
。
嵩
津
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
ご
⇔
弓
。
ぞ
⇔
）
の
「
畏
族
學
と
集
書
人
類
學
の
方
法
」
で
あ
る
か
ら
、
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
自
身
の
点
葉
に
從
い
な
が
ら
、
こ
の
黙
を
更

　
　
に
考
察
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
こ
の
論
文
の
繊
た
一
九
二
三
は
マ
ー
3
ノ
ウ
ス
キ
ー
　
（
じ
⇔
■
竃
勲
財
8
芝
ω
露
）

　
　
の
「
西
太
李
洋
の
ア
ル
ゴ
船
紀
行
」
（
》
磧
。
銘
露
。
。
◎
h
夢
。
芝
。
。
。
器
弓
⇔
℃
9
0
蜜
。
）
と
ラ
ド
ク
リ
ア
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
ア
ン
ダ
マ
ン
島
人
」

　
　
（
嗣
び
O
　
㌧
〆
溢
鳥
9
琶
鋤
ご
　
回
q
o
一
9
⇒
山
O
罵
o
o
）
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
で
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
所
謂
機
能
主
義
（
貯
欝
。
銘
。
口
巴
円
舞
）
　
の
新
し
い
方
法
に



　
　
基
く
業
績
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
新
し
い
方
法
に
つ
い
て
所
論
を
展
開
し
た
こ
の
論
文
は
ス
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
（
ζ
●
］
ソ
臼
・
ω
附
一
鄭
一
く
効
。
α
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
の
心
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
人
類
學
の
革
命
憲
章
で
あ
っ
た
。
又
一
九
二
三
は
リ
ヴ
ァ
ー
ズ
（
芝
●
頃
●
閃
●
閃
旧
く
。
議
一
。
。
象
i
一
⑩
旨
）
の
死
の

　
　
翌
年
で
あ
っ
て
、
當
時
は
リ
ヴ
ァ
ー
ズ
の
名
聲
が
最
頂
黙
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
リ
ヴ
ァ
…
ズ
は
一
九
一
一
、
彼
の
℃
お
。
・
凱
。
β
鼠
巴

　
　
》
親
善
。
。
。
。
。
8
夢
。
誤
緊
ぽ
O
℃
○
囲
○
σ
q
討
巴
ω
o
o
臨
O
鐸
亀
蔚
。
じ
ご
胃
紳
鋤
。
。
汐
跨
・
・
。
。
O
o
㌶
江
○
口
の
中
で
断
謂
進
化
主
義
的
人
類
學
の
方
法
に
訣
別
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
つ
げ
、
蛮
蓮
の
問
題
を
考
え
る
前
に
傳
播
の
影
響
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
歴
史
主
義
的
で
あ
っ
た
し
、
猫
逸
で
は
グ
レ
ブ
ナ
ー
（
閉
詳

　
　
Ω
鎚
。
び
欝
窪
）
の
麗
筆
感
触
の
方
法
」
鼠
。
静
。
飢
。
鳥
。
弓
団
鰹
降
。
ざ
σ
Q
器
が
同
じ
く
一
九
一
一
に
出
て
、
文
化
圏
説
は
大
陸
の
民
族
學
を
風
靡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ク
ル
…
バ
ー
が
嚴
密
な
歴
史
的
愛
重
を
示
す
。
か
よ
う
な
背
景
の
下
に
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
こ
の
論

　
　
文
は
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
曾
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
進
化
主
義
的
人
類
學
は
そ
の
目
的
（
簿
μ
憾
P
）

　
　
が
明
確
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
文
化
の
歴
史
の
再
建
を
求
め
た
の
か
、
全
面
と
し
て
の
文
化
の
一
般
法
則
を
張
見
せ
ん
と
し
た
の
か
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
つ
き
り
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
然
し
や
が
て
各
署
に
於
て
明
確
な
歴
史
的
観
黙
が
群
々
探
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
揚
棄
の
歴
史
的
方

　
　
法
の
中
に
な
お
一
致
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ク
ル
…
バ
ー
や
サ
ピ
ア
（
図
●
ω
p
鳳
弓
）
は
彼
等
の
特
殊
的
科
學
か
ら
文
化
の
一
般
的
法
器
を
蛮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
見
せ
ん
と
す
る
す
べ
て
の
試
み
を
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
　
（
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
多
分
彼
等
も
一
般
法
則
を
磯

　
　
嘉
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
彼
等
に
よ
れ
ば
蹄
納
的
方
法
は
心
理
學
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
心
理
學
と

　
　
社
言
入
類
學
の
網
異
に
關
す
る
論
義
が
展
開
さ
れ
る
。
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
心
理
學
が
生
理
學
か
ら
鴬
巣
で
あ
る
よ
う

　
　
に
、
杜
會
人
類
學
は
心
理
學
か
ら
猫
立
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
（
国
・
U
¢
藁
鉱
B
）
に
よ
っ
て
一
八
九
五
に
示
さ
れ

　
　
た
。
師
ち
前
者
は
個
人
的
行
爲
を
個
人
と
の
關
連
に
於
て
取
扱
い
、
祉
會
人
類
學
は
無
論
興
行
爲
、
ま
た
は
詰
物
と
の
連
瀾
に
お
け
る
個

　
　
人
の
集
合
騰
の
行
爲
を
取
扱
う
の
だ
と
い
う
。
）

　
　
　
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歴
史
建
設
の
方
法
に
よ
る
文
化
の
研
究
に
民
族
學
と
い
う
學
名
の
使
用
は
限
定
さ
る
べ
き

　
　
で
あ
る
。
こ
れ
に
配
し
て
祉
會
人
類
學
の
用
語
は
文
化
現
象
の
基
礎
に
横
わ
る
一
般
法
購
を
公
式
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
研
究
の
名
稔
と

鰯

　
　
　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
九
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哲
學
研
究
　
　
第
四
｝
田
六
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
て
用
う
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
的
方
法
は
あ
る
特
定
の
舗
早
瀬
は
調
度
複
合
を
登
蓬
の
段
階
を
辿
っ
て
説
明
し
、
可
能
な
と
こ
ろ
で
は
何

庭
で
も
生
起
し
た
劇
化
の
特
殊
療
囚
を
蛮
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
型
の
説
明
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
総
轄
は
露
納
的

諸
心
墨
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
法
則
を
與
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
文
化
の
特
殊
要
素
又
は
状
態
は
そ
の
起
源

を
あ
る
他
の
状
態
に
持
つ
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
又
更
に
第
三
の
状
態
に
遡
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
う
に
で
き
る
限
り
さ
か
の
ぼ
る

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
方
法
は
、
特
殊
の
制
度
間
或
は
文
明
の
で
き
ご
と
乃
至
状
態
問
の
實
際
上
の
時
間
的
關
係
を
誇
明
す
る
こ

　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
に
よ
っ
て
進
む
。

　
蔵
會
人
類
學
は
蹄
納
的
な
研
究
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
霞
的
及
び
方
法
に
曾
て
、
そ
れ
は
本
質
的
に
自
然
科
學
に
類
似
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
蹄
納
的
方
法
の
要
請
は
す
べ
て
の
現
象
は
自
然
法
則
に
從
厨
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
あ
る
論
理
的
方

法
の
適
用
に
よ
っ
て
、
あ
る
一
般
法
躍
が
登
晃
さ
れ
、
讃
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
部
ち
一
般
性
の
大
小
の
度
合
の
公
式
が
三

見
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
蹄
納
の
本
質
は
一
般
化
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
事
實
は
一
般
法
購
の
例
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
設
明
さ

れ
る
。
離
納
的
科
學
は
は
じ
め
物
理
、
次
で
転
轍
、
後
に
生
物
學
に
適
用
さ
れ
て
、
漸
次
に
自
然
の
領
域
を
支
配
し
た
。
そ
し
て
前
世
紀

に
人
聞
の
心
の
問
題
に
適
周
さ
れ
た
。
そ
し
て
我
々
の
時
代
に
は
文
化
乃
至
文
明
の
現
象
、
法
律
、
道
徳
、
藝
術
、
翻
心
、
各
種
の
祉
會

制
度
へ
の
適
粥
が
残
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
文
化
の
事
實
を
取
扱
う
二
つ
の
全
く
異
る
方
法
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
彼
等
の
求
め

る
結
果
に
於
て
も
、
こ
の
結
果
に
到
達
せ
ん
と
す
る
論
理
的
方
法
に
寝
て
も
異
る
が
故
に
、
疑
い
も
な
く
結
合
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

個
の
研
究
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
り
、
異
る
名
爵
を
與
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
忠
士
の
肚
會
人
類
學
者
は
米
國
の
人
類
學
に
は
民
族
學
と
の
訣
劉
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
難
ず
る
。
事
賢
例
え
ば
ハ
ー
ス
コ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

イ
ツ
の
よ
う
に
就
會
人
類
學
と
民
族
學
と
を
齪
幽
し
な
い
學
者
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
癩
者
は
目
的
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
程

度
内
的
に
結
合
さ
れ
る
か
は
別
と
し
て
分
化
す
る
の
が
當
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
ミ
ル
ケ
な
ど
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

（
1
9
）

る
。
だ
が
こ
の
こ
と
を
一
憂
の
馬
車
を
牽
く
ま
ま
な
ら
ぬ
二
頭
の
馬
の
如
く
考
う
べ
き
で
あ
る
か
否
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
度
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F
ort

es：
　
op

．
　
ci

t
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p
．
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E　
Gra

ebner　
：
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W．
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Methode　

der　
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圭
937

（
en）

　
A。

R．
　

R
a
dcl

i
ffe

－
Bro

w
n：

T
h
e漣

e
t
hcd

　
of　

E
thn

ology　
and　

Social　
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S◎

uth　
A飯

can　
J．

　
of　

Sc量
ence，

　
xx。

　
Oct．

　
　

1
9
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．

　
p
p．

　
124－
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（
id　

：
　
Method　
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Social　

Anthropolegy，
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pp．
　

3－
41）

（
9）
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R．
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．
　
R．
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i
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E
）
1
）
　
A
．
　
L．

　
Kr
c
ebe

r
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E
i
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e
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P
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e
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o
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A
．
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p．
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（
s
e）
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d
c
l
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f
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p．
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．
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．
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）
　
R
a
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i
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－
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o
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：
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c
i
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p．

　
1
6
　
c
f
．
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，
　
E．
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i
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1
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（
ゆ
N
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（
ゆ
州
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（
：

）

（
co

一
）

（
ot剛
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R
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－

B
r
own
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op．

　
cit

．
　
p．

　
8

R
a
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l
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f
e
－
Br
o
wn：

　
op．

　
cit

．
　

p．
　

4

R
ad

c
li

f
f
e
－

Br
o
wn：

　
op．

　
cit

．
　

p．
　

7

M
．

　
R
．
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and　
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p．

　
9

M
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：
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，
，
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fU

｛
）

く
蓉

く
w
a　

XF　
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（
1
㌧
～
》
e晦

器
璽
譲
霞
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Bd・
　
61・
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三
民
族
學
と
民
俗
學

　
民
族
學
と
畏
俗
學
は
中
國
で
は
登
音
が
異
る
が
、
田
本
で
は
登
音
も
同
じ
で
、
混
岡
も
な
さ
れ
易
い
か
ら
、
こ
こ
に
聖
者
の
本
質
的
な

關
係
に
つ
い
て
も
一
考
し
て
お
く
の
が
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
民
族
學
か
ら
後
期
に
登
興
し
、
民
族
學
か
ら
自
ら
を
醤
写
し
よ
う
と
す
る
意
國
の
強
い
學
問
に
祉
會
人
類
學
が
あ
る
こ
と
は
翫
に
述
べ

た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
よ
い
傾
向
で
あ
る
か
否
か
は
見
る
人
に
よ
っ
て
意
見
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
ミ
シ
ガ
ン
の
メ
ガ
ー
ス
（
中
9

ζ
o
σ
q
σ
登
鋤
話
）
の
よ
う
に
、
入
電
學
者
が
文
化
を
文
化
と
し
て
燈
系
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
忘
れ
、
心
理
學
や
社
會
學
と
融
合
す
る
傾
向
を

　
　
　
　
　
　
（
1
）

概
嘆
ず
る
人
も
あ
る
。
ラ
デ
ィ
ン
（
℃
．
頻
9
仙
ぼ
）
は
其
の
著
「
民
族
學
の
方
法
と
學
賞
し
（
憲
。
爵
。
傷
9
昌
α
目
げ
o
o
蔓
o
h
国
立
⇔
o
δ
σ
q
ざ

這
口
匂
。
）
の
冒
頭
に
「
や
が
て
人
類
學
は
歴
史
か
無
か
を
選
鐸
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
　
（
男
●
ぞ
く
。
鼠
9
一
江
鱒
熔
鳥
）
の
書
葉

を
ひ
い
て
い
る
。
石
田
英
一
郎
氏
は
後
期
に
薮
蓮
し
た
就
會
學
派
の
方
法
が
正
統
的
な
歴
史
學
的
方
法
に
取
っ
て
代
っ
た
も
の
、
或
は
替

る
べ
き
も
の
と
い
う
風
に
民
族
學
の
歴
史
を
理
解
す
る
人
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
局
部
の
尖
端
的
動
向
を
直
ち
に
學
的
登
展
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

高
峯
と
混
話
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
進
國
に
あ
り
が
ち
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
。
黒
質
人
類
學
が
示
し
た
文
化
槻
や
研
究
法
に
は
す
ぐ

れ
た
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
法
則
と
い
う
も
の
は
實
は
そ
れ
程
の
も
の
で
な
い
と
の
許
儂
も
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
文
化
人
類

學
に
於
け
る
民
族
學
的
傾
向
は
今
も
張
い
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
歴
史
建
設
の
目
的
を
持
つ
も
の
と
す
る
黙
に
於
て
は
す
べ
て
の
人
の
意

見
が
今
で
は
一
致
し
て
い
る
。
或
は
こ
の
こ
と
は
駄
會
人
類
學
の
出
現
に
よ
っ
て
野
々
明
確
化
さ
れ
た
と
も
書
い
う
る
。
而
し
て
こ
の
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

族
學
は
主
と
し
て
磯
見
時
代
以
降
の
所
産
で
あ
り
、
西
洋
中
心
的
な
文
化
観
を
描
湿
し
、
人
類
全
膿
の
文
化
を
踏
え
て
立
つ
た
。

　
こ
れ
に
封
し
て
畏
俗
學
（
閏
。
雪
禽
ρ
＜
o
艶
。
。
ざ
注
。
）
は
如
何
な
る
生
成
と
替
身
的
性
質
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
蔑
俗
學
が
文
化
戻
族

の
下
層
文
化
を
研
究
す
る
諮
問
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
英
國
や
フ
ラ
ン
ス
に
生
長
し
た
民
俗
學
に
は
、
自
尽
の
下
層
文
化
を



　
　
研
究
し
な
が
ら
、
之
を
世
界
的
親
野
の
下
に
捉
え
る
傾
向
が
強
い
。
換
言
す
れ
ば
民
族
學
の
一
部
と
し
て
の
取
扱
い
が
顯
著
で
あ
る
。
民

　
　
族
學
も
亦
タ
イ
ラ
ー
、
フ
レ
イ
ザ
ー
、
　
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
（
ω
・
　
類
鋤
憎
一
一
露
助
鉱
）
を
晃
れ
ば
、
霞
國
の
糖
朗
慣
も
、
印
度
、
中
國
、
ギ
リ
シ
ア
、

　
　
ロ
ー
マ
な
ど
の
古
代
の
薔
慣
も
、
未
開
民
族
の
慣
習
と
岡
様
に
自
讃
奔
放
に
使
用
し
て
い
る
。
　
（
罠
下
汐
が
何
故
未
開
貴
族
を
主
要
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
＞

　
　
究
封
象
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
筆
者
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
劉
愛
す
る
）
バ
…
ン
（
○
巨
ω
●
ヒ
d
国
史
。
）
の
「
民
俗
學

　
　
提
要
」
（
目
ぴ
。
鵠
9
昌
鳥
σ
o
o
閥
o
h
腎
鼠
謀
。
村
。
い
一
㊤
憲
元
首
は
○
。
冒
い
・
O
o
ヨ
鑓
⑦
の
桑
名
の
書
、
囲
。
。
ゆ
O
の
改
訂
版
）
に
よ
れ
ば
民
俗
學

　
　
は
民
間
の
奮
慣
（
℃
o
℃
巳
碧
9
纂
さ
三
鋤
。
。
・
）
と
い
う
早
い
頃
の
用
語
に
代
え
て
、
一
八
四
六
を
・
旨
8
び
。
欝
・
・
の
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
爾
來
こ
の
雷
葉
は
文
化
低
き
民
族
の
閥
に
現
に
行
わ
れ
、
開
化
民
族
中
の
蒙
昧
な
人
民
の
間
に
保
留
さ
れ
て
い
る
野
禽
的
な
信
仰
、
慣
習
、

　
　
受
話
、
歌
譲
及
び
埋
諺
を
総
括
し
、
包
含
す
る
過
冷
と
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
バ
ー
ン
は
民
間
傳
承
は
指
間
の
心
的
方
面
の
装
備
を
な
す

　
　
す
べ
て
の
箏
項
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
間
の
工
藝
的
技
儒
と
は
臨
携
さ
れ
る
。
民
間
傳
承
研
究
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
の
は
鋤

　
　
の
形
式
で
は
な
く
し
て
、
耕
作
者
が
鋤
を
土
申
に
入
れ
る
際
に
取
行
う
儀
式
で
あ
る
と
も
書
っ
て
い
る
。
こ
の
バ
ー
ン
の
所
説
の
中
に
は

　
　
注
意
を
要
す
る
黙
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
文
化
低
き
民
族
の
聞
に
現
に
行
わ
れ
云
々
」
で
あ
る
が
、
文
化
低
き
民
族
の
間
に
現
に
行
わ

　
　
れ
て
い
る
も
の
を
研
究
す
る
の
は
民
族
學
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
二
は
罠
間
の
心
的
襲
欝
欝
。
ご
飢
鐡
9
を
研
究
封
象
と
し
て
物
質
的
準
備

　
　
母
瓢
賦
。
け
を
除
外
し
て
い
る
瓢
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化
か
ら
物
質
文
化
を
除
外
し
て
い
る
爲
の
立
書
で
あ
っ
て
、
タ
イ
ラ
ー
以
來
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
た
英
國
學
者
の
一
つ
の
傳
統
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
除
外
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
進
ん
で
バ
ー
ン
は
之
等
の
傳
統
的
信
仰
、

　
　
慣
習
、
読
話
な
ど
を
、
之
等
の
あ
ら
ゆ
る
愛
異
に
於
て
、
又
こ
れ
ら
の
異
れ
る
背
景
と
環
境
と
の
關
係
に
曾
て
研
究
且
考
察
し
、
以
て
ど

　
　
の
程
度
ま
で
、
之
等
の
特
質
は
人
類
に
共
通
で
あ
る
か
、
又
ど
れ
程
こ
れ
ら
は
人
種
と
環
境
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
示
す
必
要
が
あ

　
　
る
。
か
く
て
民
族
學
の
研
究
に
ま
で
進
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
。
こ
こ
に
こ
そ
英
塗
炭
早
生
の
世
界
主
義
的
傾
向
が
あ
ま
す
と
こ
ろ

　
　
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
罠
俗
學
は
罠
族
學
と
連
屈
し
、
そ
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
七
つ
の
海
に
君
臨
し
た
英
國
に
於
て
は
我

　
　
々
に
お
け
る
國
境
概
念
と
は
異
る
も
の
が
反
映
し
て
い
る
爲
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
バ
ー
ン
の
著
書
の
序
文
に
晃
え
る
ハ

494　
　
　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
闘
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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一
慰

ッ
ド
ン
、
リ
ヴ
ァ
ー
ズ
、
セ
リ
グ
マ
ン
（
O
・
O
’
Q
α
の
躍
σ
q
鑓
鋤
ご
拶
）
、
ク
ル
ー
ク
（
芝
・
0
8
0
ぎ
）
な
ど
、
名
だ
た
る
民
族
評
者
が
本
書
の

草
稿
を
閲
譲
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
、
科
學
の
持
つ
世
界
市
民
的
傾
向
に
照
し
て
見
て
も
是
認
す
べ
き
態
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
下
心
な
ど
の
十
八
世
紀
か
ら
今
臼
に
至
る
民
俗
學
は
若
干
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
之
等
の
國
に
寝
て
も
民
俗
學
が
自
國
文
化
の
下
層
を

研
究
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
國
で
は
自
國
の
昆
族
的
統
一
の
努
力
の
過
程
か
ら
三
盛
學
が
生
れ
、
固
膚
の
民
族
文
化
共

瞬
騰
の
登
見
が
其
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
そ
こ
に
は
自
民
唇
面
と
し
て
の
性
格
が
こ
と
さ
ら
に
張
い
。
民
族
ロ
マ
ン
テ
ィ
…
ク

は
勿
論
、
根
本
的
に
は
排
他
性
す
ら
が
存
在
す
る
鐸
で
あ
る
。
文
化
領
域
と
い
う
黙
か
ら
は
参
考
に
も
な
ろ
う
が
、
世
界
惰
民
的
な
學
閾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
い
う
黙
か
ら
見
る
と
戒
心
す
べ
き
も
の
が
冤
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
印
本
の
斑
三
盛
ほ
遣
捨
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
斑
橡
麺
は
榊
田
國
男
氏
の
名
と
離
し
得
な
い
が
、
柳
照
氏
は
黒
本
民
俗
學
を

規
定
し
て
自
己
反
省
の
學
と
し
、
又
そ
の
幾
つ
か
の
論
文
に
薪
國
學
談
の
名
を
冠
し
て
お
ら
れ
、
幾
分
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
な
い
と
は

言
え
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
政
治
的
で
は
な
く
し
て
文
藝
的
で
あ
り
、
聯
装
的
と
兇
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
又
稗
融
氏
は
民
俗
學
を
自

畏
忠
心
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
む
し
ろ
書
語
そ
の
粒
食
民
族
な
る
が
故
に
知
悉
し
う
る
よ
う
な
も
の
を
研
究
封
象
が
持
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

か
ら
の
限
定
で
あ
る
。
臼
本
の
罠
俗
儒
に
は
石
賑
英
一
郎
氏
も
評
す
る
よ
う
に
、
一
切
の
先
験
性
を
排
し
、
公
式
化
さ
れ
た
結
論
を
い
そ

が
ぬ
牢
固
た
る
客
観
的
精
気
が
支
配
し
て
い
る
。
そ
の
採
集
さ
れ
た
寳
料
は
永
久
に
金
字
塔
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
民
俗
學
の
封
象
を
な
す
も
の
は
費
俗
な
い
し
民
間
傳
承
で
あ
る
が
、
こ
の
民
俗
は
文
明
祉
會
の
文
化
の
下
層
に
あ
る
に
は
遽
い
な

い
が
、
そ
れ
は
一
膿
誰
に
よ
っ
て
遣
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
族
學
の
気
象
を
問
題
に
す
る
時
と
は
異
る
問
が
疑
俗
學
に
は
必
要

で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
シ
．
コ
ハ
！
マ
ー
（
》
価
。
罵
Q
り
螂
卑
白
鍵
）
は
共
千
島
語
に
勉
括
さ
れ
る
精
心
的
に
結
合
せ
ら
れ
た
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

同
就
會
で
あ
る
と
大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
嘗
い
方
は
あ
る
意
味
で
は
未
開
祇
愈
に
も
あ
て
は
ま
る
し
、

あ
る
意
味
で
は
い
か
に
も
ド
イ
ツ
的
な
罠
俗
心
ら
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
然
し
文
明
人
の
中
の
罐
い
手
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
サ
ン
テ
ィ
ー
ブ
　
（
℃
●
ω
鉱
蓉
届
く
。
）
　
の
所
論
公
に
封
ず
る
公
で
な
い
す
べ
て
の
も
の
、
乃
至
は
民
間
的
な
も
の
と
い
う
よ
う
な
答
が



4・51

　
　
　
　
　
（
9
）

的
を
射
て
い
る
。
フ
ァ
ン
・
ゲ
ネ
ッ
プ
　
（
》
．
〈
簿
⇔
O
o
⇔
⇔
o
℃
）
は
大
都
市
は
民
俗
の
破
壌
者
で
、
農
斑
や
田
園
生
二
者
並
に
工
業
生
活

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

者
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
黙
で
は
麟
本
の
民
俗
學
に
む
し
ろ
よ
い
反
省
が
な
さ
れ
て
い
る
。
撫
歌
森
太
郎
氏
は
、
そ
れ
を
持
つ
も
の
は
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

含
の
あ
ま
り
進
ん
だ
知
識
に
近
よ
っ
て
い
な
い
、
高
い
上
流
文
化
人
を
周
幽
に
殆
ど
持
た
ぬ
よ
う
な
人
々
だ
と
い
う
。
柳
田
疑
は
民
聞
傳

承
論
で
は
有
識
階
級
の
外
と
い
う
意
瞭
で
俗
間
僅
人
と
も
言
う
意
味
の
罠
閥
だ
と
す
る
が
、
　
「
激
痛
民
俗
學
入
門
」
で
は
書
斎
と
は
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廻
）

の
有
無
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
比
較
的
新
し
い
文
化
に
關
さ
れ
な
い
傅
承
文
化
の
厨
有
精
と
し
て
の
常
斑
で
あ
る
と
読
く
。

然
し
誰
が
常
民
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
は
ゆ
間
離
島
の
佳
民
、
応
診
よ
り
も
田
舎
の
人
で
あ

る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
薫
一
郎
氏
も
言
う
よ
う
に
口
頭
傳
承
と
い
う
も
の
も
常
に
粗
野
な
、
文
字
を
讃
み
ペ
ン
を
手
に
し
た
こ
と

も
な
い
人
々
の
閥
に
の
み
あ
る
も
の
で
な
く
、
十
分
類
教
育
を
受
け
、
達
識
を
身
に
つ
け
た
人
々
の
間
に
も
、
常
に
生
活
は
理
性
に
よ
っ

て
の
み
律
せ
ら
れ
ず
、
無
意
識
の
中
に
日
常
的
に
踏
襲
し
て
い
る
事
凡
な
行
爲
や
槻
念
は
思
掛
さ
れ
た
慣
習
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
迷
信

は
小
市
民
の
間
に
は
農
学
に
お
と
ら
ず
頻
繁
に
存
在
す
る
し
、
上
層
と
書
わ
れ
る
も
の
か
ら
下
獄
疑
ま
で
贋
く
分
布
し
て
い
る
。
そ
れ
で

墨
壷
は
傳
承
の
携
い
手
を
賢
態
と
し
て
捉
え
た
り
、
隈
書
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
費
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
中
に
程
度
の
差
を
以

て
分
捲
さ
れ
て
い
る
臼
常
畏
性
勺
。
噂
亀
舞
騨
伽
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
内
容
を
な
す
文
化
の
性
格
は
持
績
性
と
傳
承
性

　
　
　
　
（
3
ユ
）

で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
こ
の
勲
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
文
化
が
よ
り
選
滞
す
る
か
、
又
突
飛
な
よ
う
で
あ
る
が
、
民
聞
傳
承
は
現
在
或
は

四
駅
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
を
ま
で
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
特
に
後
者
の
如
き
黙
を
考
え
な
い
と
こ
ろ
に
民
俗
學
の
學
間
的

性
絡
が
現
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
さ
て
最
も
掌
篇
な
の
は
民
俗
學
の
御
間
的
性
格
で
あ
る
が
、
ゴ
ン
ム
（
劉
O
o
鑓
饗
畿
）
は
渓
族
學
は
そ
の
目
的
と
し
て
特
定
民
族
の
傳

承
文
化
の
碁
手
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
か
ら
歴
史
科
學
で
あ
る
と
し
，
ク
ラ
ッ
ペ
　
（
》
・
湾
3
娼
℃
o
）
や
カ
…
ル
・
ク
ロ
ー
ン
　
（
溶
舞
ユ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

醤
8
騨
ゆ
）
の
意
晃
も
略
筆
様
で
あ
る
。
写
本
の
民
俗
學
者
も
民
俗
學
を
歴
史
姦
謀
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
完
全
に
聡
警
が
一
致
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
肥
後
溜
男
氏
は
古
代
日
本
の
民
俗
生
活
の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
歴
史
學
の
任
務
の
大
な
る
も
の
で
、
そ
れ
に
は

　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
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哲
掃
學
研
究
　
　
耀
外
囚
百
六
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

文
献
に
よ
る
歴
史
研
究
と
民
俗
學
的
方
法
が
あ
る
と
し
、
罠
俗
離
は
奮
い
領
域
を
下
津
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
歴
史
學
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
エ
）

法
に
よ
る
も
の
だ
と
認
め
る
。
和
歌
森
太
郎
氏
も
罠
俗
學
の
豊
年
と
す
る
民
俗
は
個
々
の
民
俗
が
現
段
階
に
於
て
持
っ
て
い
る
意
義
を
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

究
す
る
の
で
な
く
、
其
の
愛
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
と
読
く
。
更
に
罠
俗
画
が
歴
史
科
學
で
あ
る
こ
と
を
最
も
明
快
に
論
じ
た
も

の
に
堀
一
郎
の
所
記
が
あ
る
。
氏
は
歴
史
學
に
廣
狭
二
様
あ
り
、
一
は
歴
史
歴
史
學
で
あ
り
、
他
は
文
化
歴
史
學
で
あ
る
と
す
る
。
前
老

は
文
献
史
料
に
基
き
、
史
料
批
判
と
史
料
解
繹
の
上
に
立
つ
個
性
的
、
特
殊
的
記
事
本
末
膿
に
よ
る
歴
史
で
あ
り
、
後
者
は
文
献
史
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

唯
一
の
根
擦
と
し
な
い
も
の
で
、
民
俗
學
を
後
者
の
範
疇
に
厨
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
文
献
史
料
の
有
無
と
い
う
こ
と
と
共
に
民
俗
學
的
歴
史
の
内
容
の
糟
異
を
も
看
取
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
畏
俗
學
の

気
象
は
生
活
様
式
で
あ
り
文
化
で
あ
る
の
で
あ
る
。
普
通
文
献
記
録
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
池
心
な
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
圃
面
的
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
民
俗
學
は
多
回
起
現
象
を
取
扱
う
。
そ
れ
は
生
濡
に
簸
て
反
復
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
杜
會
の
成
員
と
し
て
の
人
の
捻
う

文
化
に
は
そ
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
取
扱
う
が
故
に
こ
そ
、
民
俗
學
は
文
化
人
類
學
に
遣
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
な
な
民
俗
學
が
歴
史
科
學
で
あ
っ
て
も
、
民
俗
學
の
資
料
は
大
鵬
に
於
て
現
在
に
於
て
與
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
深

さ
を
測
る
た
め
に
は
文
献
の
補
助
が
な
い
か
ぎ
り
、
濁
自
の
方
法
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
時
に
ま
た
こ
の
現
在
的
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
性
質
を
弱
め
た
り
、
紛
ら
わ
し
た
り
す
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
も
、
合
せ

て
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
一
方
に
於
て
そ
れ
は
マ
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
民
俗
學
に
お
け
る
心
理
學
的
方
法
の
重
要
性
を
説
く
こ

　
　
　
　
（
1
8
）

と
に
も
な
る
が
、
何
よ
り
も
現
在
重
要
な
の
は
民
俗
祉
會
8
貯
ω
o
o
器
ぞ
Ψ
民
俗
文
化
8
貯
。
巳
ε
8
の
概
念
の
登
場
と
そ
の
研
究
法
で

あ
る
。
罠
豪
彊
會
は
レ
ッ
ド
フ
ィ
…
ル
ド
（
H
汐
●
　
丙
O
創
ゆ
O
剛
α
）
に
よ
れ
ば
小
さ
い
孤
立
的
な
地
域
就
會
で
あ
っ
て
、
文
字
な
き
こ
と
、
同
質

性
の
彊
い
こ
と
、
強
固
な
集
團
結
合
を
持
つ
こ
と
、
慣
習
化
せ
る
生
活
様
式
を
持
つ
こ
と
、
傳
統
的
な
行
書
様
式
を
持
つ
こ
と
、
血
縁
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
強
い
こ
と
、
家
族
箪
位
の
行
爲
様
式
を
持
つ
こ
と
、
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
等
を
特
色
と
す
る
。
文
字
な
き
こ
と
を
特
色
と
し
て
あ
げ
る

と
、
未
開
歓
會
と
同
一
親
さ
れ
る
が
、
ク
ル
…
バ
ー
は
農
村
的
都
市
的
、
民
俗
詩
思
緋
的
を
相
封
せ
し
め
、
農
村
縫
會
を
も
意
味
さ
せ
る



453

　
　
（
2
0
）

ら
し
い
。
オ
ダ
ム
　
（
国
・
○
鳥
距
ヨ
）
の
場
合
は
。
。
㌶
8
。
。
o
o
置
ξ
に
封
ず
る
民
俗
再
嫁
で
あ
り
、
文
明
に
封
ず
る
民
俗
文
化
で
、
工
業
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

國
家
、
集
中
と
カ
、
都
市
、
技
衛
と
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
封
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
民

俗
學
に
持
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
旬
報
で
あ
り
、
し
か
も
畏
俗
夕
潮
は
一
般
に
攣
化
の
途
上
に
あ
る
か
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
砒
會

入
類
塵
・
的
取
扱
い
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
歴
史
科
學
的
で
な
く
、
し
か
も
そ
れ
は
な
お
民
俗
學
の
主
流
に
は
な
っ
て
い
な

い
か
ら
、
民
俗
學
は
歴
史
科
學
と
し
て
若
干
の
特
色
を
持
ち
な
が
ら
民
族
畢
の
一
種
と
認
め
ら
れ
る
。
因
み
に
今
筆
者
が
罠
再
応
に
お
い

て
祉
會
人
類
學
的
傾
向
を
戒
め
る
よ
う
な
書
を
な
し
た
の
は
、
學
問
の
目
的
に
つ
い
て
雷
う
の
で
あ
っ
て
、
方
法
を
参
考
に
し
、
援
用
す

る
こ
と
は
寧
ろ
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
呪
術
の
形
態
は
輩
な
る
歴
史
的
研
究
に
よ
っ
て
も
知
り
う
る
が
、
幌
術
の
機
能
や
効
果

な
ど
は
小
さ
い
コ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
性
質
を
知
ら
な
け
れ
ば
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
歴
史

的
瞬
的
の
爲
に
も
窟
釜
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
玉
玉
）

（
1
2
）

甲
躯
銀
。
σ
蔓
σ
驚
碧
。
。
菊
0
8
簿
8
器
昌
留
貯
〉
日
。
ユ
＄
p
国
讐
部
。
δ
讐
博
〉
．
〉
．
劇
◎
。
●
一
潔
①

石
田
英
一
，
郎
、
民
族
學
の
基
本
問
題
、
昭
二
五
、
六
九
頁

こ
の
よ
う
な
黙
に
就
て
は
堀
希
望
、
文
化
入
類
學
δ
陵
参
照

拙
稿
、
宗
教
厩
族
學
の
封
象
、
麟
的
及
び
方
法
、
宗
教
研
究
一
狸
四
號
昭
三
〇
、

拙
稿
、
文
化
人
類
學
（
心
理
學
講
座
所
牧
一
二
の
W
）
　
一
九
五
囚
、
岡
、
文
化
の
定
義
（
「
文
化
の
心
理
」
所
払
）
、
　
一
九
五
九

石
田
英
一
郎
、
厩
族
學
の
基
本
問
題
、
五
六
頁
等
。

石
田
英
一
郎
、
前
掲
書
、
五
八
頁
、
柳
田
臨
男
、
民
間
傳
承
論
、
昭
九
、
等
参
照

〉
’
ω
℃
曽
ヨ
。
雛
く
。
｝
認
騨
彊
降
住
。
繊
ω
≦
陣
器
。
霧
。
げ
9
欝
お
悼
㊤

℃
●
G
α
9
剛
P
酔
畷
〈
O
ロ
。
閃
竃
”
癖
¢
O
一
傷
O
頃
O
隔
犀
同
O
『
O
”
一
㊤
q
Q
①
　
由
一
口
貞
夫
鐸
四
五
一
山
口
叩

〉
曾
く
ゆ
昂
O
o
⇒
郎
。
も
”
ピ
。
蜀
。
涛
｝
o
器
導
お
8
零
や
Φ

湘
歌
森
太
郎
、
日
本
民
俗
學
概
設
、
昭
二
ご

柳
賑
囲
男
、
㎜
瀾
敬
吾
、
B
本
風
俗
學
入
門
、
昭
一
七
、
緒
論

文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
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哲
學
研
究
　
　
鮒
昂
四
百
六
十
－
照
號

（
3
1
）
　
堀
一
郎
、
　
民
闇
慧
横
仰
、
　
一
九
五
一
、
　
四
山
ハ
頁

（
婆
1
）
　
r
O
o
ヨ
ヨ
。
”
唄
。
萱
。
お
察
知
罠
。
・
δ
凱
。
鶏
G
。
息
。
離
o
ρ
お
8
9
’

　
O
器
堂
配
。
勢
静
。
ぴ
。
》
忌
。
誹
露
。
荘
。
創
ρ
一
⑩
ゆ
①
關
課
二
九
頁

（
1
5
）
　
肥
後
和
男
、
日
本
紳
話
研
究
、
昭
一
三
、
　
一
〇
頁

（
1
6
）
　
和
歌
森
太
郎
、
前
掲
書
、
一
i
四
頁

（
”
）
　
堀
一
郎
「
「
幽
嗣
編
捌
滝
口
」
　
六
五
－
六
論
ハ
宵
鰍

（
1
8
）
　
罪
閃
．
窯
舞
。
帥
”
雰
饗
び
。
矧
。
α
Q
《
鋤
郎
伽
閏
。
罪
δ
村
ρ
一
㊤
8

（
1
9
）
　
閃
●
菊
①
鳥
節
。
ぼ
”
蟹
。
騨
o
Q
o
魚
禽
嘱
り
》
匂
ω
●
一
㊤
禽

（
2
0
）
　
丙
8
0
び
Φ
コ
》
翼
冨
。
℃
o
｝
o
σ
q
団
．
℃
・
悼
。
。
一

（
2
1
）
　
鐵
●
○
鳥
藍
導
”
α
瓢
偽
。
諺
窮
ゆ
象
昌
σ
q
O
心
0
6
｛
窪
ざ
一
緯
S
o
招
．
○
鑓
憲 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

一
。
〉
．
麟
霞
噂
℃
o
“
甚
o
O
。
o
陣
。
⇔
o
o
亀
爆
。
欝
δ
器
L
O
9
。
9
図
箕
鳴
9
丙
齢
溶
δ
7
昌
”

鶴
　
祉
會
人
類
學
と
祉
會
學

　
廣
義
の
肚
會
學
の
中
に
鋏
義
の
祉
會
學
と
赴
會
人
類
學
を
瓢
励
し
、
無
爵
人
類
學
は
未
開
罠
族
の
文
化
と
虚
心
構
造
を
研
究
す
る
學
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
あ
る
と
し
た
の
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
…
で
あ
っ
た
が
、
其
の
高
弟
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
…
ド
は
爾
者
の
關
係
を
次
の
三
黙
か
ら
四
割

し
て
い
る
。
8
研
究
領
域
。
薩
會
人
類
學
は
未
開
杜
會
の
研
究
に
専
念
し
、
庭
面
學
は
文
明
就
會
の
特
殊
聞
題
の
研
究
に
心
を
よ
せ
て
い

る
。
◎
方
法
論
。
薩
會
人
類
學
は
研
究
者
が
未
開
馳
會
の
中
に
音
義
も
幾
年
も
佐
ん
で
直
接
に
研
究
す
る
。
之
に
反
し
て
触
出
學
的
研
究

は
書
籍
に
よ
っ
て
お
り
、
又
．
通
常
統
計
的
で
あ
る
。
薩
倉
人
類
學
は
甦
愈
を
全
…
艦
と
し
て
研
究
す
る
。
殿
堂
人
類
學
者
は
朱
開
瀧
會
の
生

態
、
経
濟
、
法
制
度
、
家
族
、
親
線
組
織
、
宗
教
、
技
術
…
、
藝
術
を
一
般
薩
會
組
織
の
部
分
と
し
て
研
究
す
る
。
之
に
反
し
て
祉
藤
野
者

の
仕
事
は
離
婚
、
犯
罪
、
勢
働
不
安
な
ど
の
如
き
個
別
的
問
題
の
研
究
と
し
て
専
門
化
さ
れ
て
い
る
。
㊨
祇
叢
論
は
極
め
て
廣
汎
に
一
方

に
於
て
繋
馬
哲
學
と
混
合
し
、
他
方
に
於
て
瀧
総
計
蚕
と
混
合
し
て
い
る
。
敵
會
學
は
肚
愈
制
度
が
如
何
に
し
て
働
く
か
を
蛮
帯
す
る
こ
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と
の
み
な
ら
ず
、
如
何
に
働
か
す
べ
き
か
、
攣
革
す
べ
き
か
を
決
定
せ
ん
と
す
る
。
然
る
に
野
饗
人
類
學
は
大
部
分
そ
の
よ
う
な
顧
慮
か

　
　
　
　
（
2
）

ら
離
れ
て
い
る
。

　
こ
の
エ
ヴ
ァ
ン
・
プ
リ
チ
ャ
！
ド
の
見
解
に
つ
い
て
若
干
の
論
評
を
試
み
よ
う
。
第
一
の
研
究
領
域
の
黒
で
は
、
玉
詠
の
社
會
人
類
學

者
は
な
る
重
着
も
が
之
を
未
開
灘
會
の
研
究
に
限
定
し
て
い
る
。
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
、
ビ
デ
ィ
ン
ト
ン
　
（
労
。
　
℃
陣
鳥
位
一
石
σ
q
所
O
欝
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ナ
デ
ー
ル
（
o
◎
●
閏
．
窯
卑
儀
。
囲
）
な
ど
何
れ
も
そ
う
で
あ
る
。
然
し
彼
等
の
う
ち
、
誰
も
が
研
究
領
域
を
未
開
就
會
に
隈
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
い
る
も
の
は
な
い
し
、
又
未
開
就
會
を
制
然
と
文
明
殺
會
か
ら
随
別
し
う
る
と
し
て
い
る
も
の
も
い
な
い
。
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ

ャ
ー
ド
は
未
開
母
野
と
は
人
臼
、
地
域
及
び
縫
會
接
燭
に
申
し
て
規
模
が
小
で
あ
り
、
技
術
と
経
濟
が
翠
純
で
、
瀧
會
的
機
能
の
特
殊
化

が
小
な
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
之
を
研
究
す
る
理
由
は
、
そ
れ
は
軍
純
で
あ
っ
て
研
究
し
易
く
、
こ
こ
で
研
究
し
た
こ
と
を
複
雑
な
祉

會
に
あ
て
は
め
得
る
爲
と
、
現
在
未
闇
貸
馬
は
急
遽
に
愛
化
し
つ
つ
あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
く
研
究
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
爲
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
が
．
し
か
し
領
域
を
未
開
鮭
會
に
限
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
根
管
は
理
論
的
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
ナ
デ
ー
ル
も
亦
相
封
的
な
未
開
民
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
概
念
を
持
っ
て
い
る
が
、
人
類
學
が
未
開
人
に
の
み
閥
題
し
て
い
る
と
記
す
こ
と
は
も
は
や
正
嘗
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
彼
等
に
取
っ
て
未
開
馳
會
は
相
野
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
、
理
論
的
に
は
米
開
黒
蟻
に
限
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
な
い
こ
と
、

又
少
く
と
も
英
國
以
外
で
は
未
蘭
馳
會
の
研
究
に
の
み
早
事
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
領
域
上
か
ら
の
就
會
人
類
學
と
砒

會
學
の
恋
心
は
甚
だ
霧
い
と
雷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
英
國
の
現
饗
に
於
て
爾
者
に
上
記
の
如
き
配
當
が
な
さ
れ
て
い
る
爲
の
薩
携
で
あ
る

に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
第
二
の
研
究
法
上
の
現
地
調
査
と
文
書
の
聞
題
も
學
問
の
傳
統
と
し
て
は
存
在
し
て
も
、
本
質
的
な
薩
別
と
は
認
め
難
い
も
の
で
あ
る
。

又
継
管
轄
は
櫻
々
の
問
遜
を
取
扱
う
に
糊
し
て
、
敵
會
人
類
學
は
瀧
會
の
全
騰
を
取
扱
う
。
個
々
の
閥
題
を
取
扱
っ
て
も
全
膿
と
の
蓮
關

に
於
て
取
扱
う
と
い
う
黙
は
方
法
論
的
に
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
英
國
の
新
し
い
就
會
入
質
學
に
つ
い
て
熱
い
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

若
し
個
を
全
膿
の
部
分
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
優
れ
た
方
法
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
も
、
靴
會
學
が
か
よ
う
な
方
法
を
取
っ
て
悪
い
と
は

　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
闘
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
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哲
同
學
研
、
究
　
　
第
圏
百
六
十
・
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
就
會
學
の
理
論
家
と
し
て
聞
え
て
い
る
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ス
ン
ズ
　
（
円
巴
8
簿
℃
鶏
ω
o
崖
）
　
の
敵
會
理
解

の
方
法
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
方
向
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鮎
は
ナ
デ
…
ル
、
ペ
ニ
マ
ン
　
（
」
門
●
　
駁
。
　
℃
O
⇔
⇔
一
欝
9
⇒
）
、
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ア
ー
ス
（
閃
ρ
望
B
◎
鋒
◎
　
閃
即
弓
酔
げ
）
な
ど
も
重
要
親
し
て
い
る
が
、
　
こ
れ
は
肚
會
人
類
學
の
杜
會
學
に
封
ず
る
貢
献
で
、
斑
携
と
い
っ
て
も

現
段
階
に
於
け
る
一
般
的
傾
向
上
の
臨
別
た
り
う
る
だ
け
で
あ
る
。
結
局
こ
の
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
所
論
は
英
國
に
お
け
る

爾
者
の
現
實
的
簸
別
を
出
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
就
會
人
類
学
と
灘
會
學
の
騒
別
に
關
す
る
代
表
的
意
見
と
し
て
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
（
轟
Ω
・
駁
一
霞
O
騨
び
O
び
部
）
を
墾
げ

（
8
）

誓
い
。
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
に
よ
る
と
就
會
人
類
學
は
甦
會
學
と
多
く
の
黙
に
相
異
を
持
つ
一
種
の
就
會
學
で
あ
る
が
、
そ
の
相
異
と
し
て

第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
殺
會
人
類
學
が
現
地
調
査
に
基
礎
を
お
き
、
砒
會
學
が
書
齋
の
研
究
で
あ
る
黙
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は

先
に
も
配
れ
た
が
、
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
自
身
も
こ
の
意
味
で
の
野
業
が
う
す
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
第
二
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は

馳
會
人
類
學
は
文
化
を
よ
り
一
層
重
要
視
す
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。
祇
考
課
は
融
會
驕
係
を
重
要
視
し
、
杜
會
人
類
學
も
こ
れ
を
分
析
す

る
が
、
駄
會
人
類
學
は
客
槻
化
さ
れ
た
生
活
様
式
と
し
て
の
文
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
之
を
取
扱
う
と
い
う
。
証
會
學
が

個
別
野
鼠
と
し
て
學
閥
的
市
民
櫻
を
獲
得
し
た
時
、
肚
會
關
係
を
中
心
課
題
と
し
た
が
、
文
化
が
之
と
如
何
な
る
關
係
に
立
つ
か
、
明
瞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
敏
い
た
場
合
が
少
く
な
い
。
文
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
オ
グ
バ
ー
ン
　
（
≦
●
○
鵬
ぴ
毫
P
）
　
の
よ
う
に
、
之
を
重
要
視
し
た
學
者
も
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
は
人
類
學
か
ら
の
強
い
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
は
駈
會
溺
係
を
文
化
を
離
れ
て
、
個
入
心
理

學
的
な
諸
範
疇
に
よ
っ
て
取
扱
う
傾
向
が
強
か
っ
た
。
祉
會
人
類
學
の
文
化
の
取
扱
い
方
は
甦
會
學
も
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
然
し
若
し
縫
會
人
類
學
が
文
化
に
重
黙
を
お
く
な
ら
、
な
ぜ
文
化
人
類
學
を
離
れ
て
社
業
人
類
學
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
か
。

こ
の
黙
が
や
や
漠
然
と
し
て
い
る
。
第
三
に
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
は
赴
會
人
類
學
は
個
人
に
封
ず
る
關
心
を
強
く
示
す
と
い
う
。
パ
ー
ス
ナ

リ
テ
ィ
や
個
人
的
攣
異
の
研
究
な
ど
を
詣
す
か
と
思
わ
れ
る
が
、
現
に
前
者
な
ど
は
一
般
就
會
學
に
於
て
も
近
來
殊
に
注
目
さ
れ
て
來
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
り
、
こ
れ
も
縫
會
人
類
學
に
於
て
よ
り
多
く
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
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結
局
杜
會
人
類
學
は
蚕
纏
系
列
の
異
る
一
種
の
敢
會
學
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
祉
會
人
類
學
は
未
開
砒
會
を
研
究
す

る
と
い
う
制
限
も
蟹
面
上
取
去
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
爾
者
が
略
糞
同
一
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
之
を
全
く
岡
一
夕
し
て
し
ま
う
の

が
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
本
質
的
に
は
両
者
は
異
な
ら
な
い
。
唯
蛮
展
系
列
を
異
に
し
た
爾
者
の
現
段
階
に
お
け
る
驕
係
が
問
題
と
さ

れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
見
解
も
、
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
の
見
解
も
夫
々
の
國
に
お
け
る
爾

者
の
關
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
が
國
の
祇
會
學
の
現
駅
を
付
度
し
て
揚
言
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
次
の
四
黙
を

瀧
會
人
類
學
に
於
て
重
要
覗
す
る
の
が
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
一
は
祇
會
入
類
學
は
未
開
紙
會
に
關
す
る
豊
富
な
知
識
を
持
っ
て
お

り
、
こ
の
未
開
紙
會
は
人
口
も
規
模
も
小
で
あ
る
が
、
襟
々
な
状
件
の
下
に
種
々
の
形
態
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
多
彩
さ
は
到
底
文
化
杜

會
の
匹
敵
し
う
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
一
般
に
終
点
の
不
可
能
な
駄
會
科
學
が
こ
の
多
標
性
を
閑
却
し
て
よ
い
筈
は
な
い
。
二
、
新
し
い
就

會
人
類
學
が
其
の
方
法
と
し
て
使
用
し
、
理
論
と
し
て
打
立
て
た
内
深
礎
と
機
能
主
義
は
現
代
魅
會
の
理
解
に
も
有
盆
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
三
、
胱
會
人
類
學
に
お
け
る
個
人
へ
の
着
眼
の
重
要
親
、
四
、
瀧
藤
野
化
に
つ
い
て
の
實
態
調
査
な
ど
が
之
で
あ
る
。

（
1
）
　
拙
稿
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
論
、
哲
學
研
究
四
二
〇
號
昭
一
一
八

（
2
）
　
即
国
．
闘
毒
諺
ら
嵩
8
7
会
。
a
簡
ω
o
息
鉱
》
導
ぽ
。
唱
2
◎
讐
’
や
隔
一

（
3
）
舛
巴
。
出
穿
畠
δ
ぎ
ご
。
Q
酔
巴
9
饅
ξ
。
弩
目
切
琶
。
鉱
。
瓢
ぎ
欝
澤
賦
く
。
。
Q
。
6
頃
。
ぞ
二
8
鱒
堕
℃
．
も
。
労
●
磁
段
凶
姦
8
『
〉
昌
一
纂
δ
曾
。
鼠
。
詳
δ
。
。
。
。
乾

　
》
艮
訂
8
9
0
σ
⇔
畷
一
8
0
●
＜
⊆
一
。
｛
’
一
‘
G
。
●
男
Z
註
9
ぎ
煽
類
伽
騨
甑
9
あ
o
h
O
。
o
o
或
》
艮
ξ
o
℃
o
δ
σ
Q
ざ
一
⑩
紹
噂
マ
①

（
4
）
　
未
開
と
開
化
の
囁
別
に
つ
い
て
は
文
字
の
有
無
を
規
準
と
す
る
方
法
と
、
文
化
の
複
合
度
を
規
準
と
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
英
囲
の
巌
會
人
類

　
學
者
は
一
般
に
後
者
に
よ
る
。

（
5
）
国
≦
湧
ら
降
。
冨
盈
”
。
P
∩
鍔
”
藁
0
9
舞
菊
●
年
些
”
些
。
旨
2
一
。
。
。
h
ω
。
。
凶
銑
9
σ
q
弩
蹄
鑓
ま
鋒
お
≠
。
罫
い

（
6
）
Z
薮
。
周
；
マ
臼
も
鳥
●
6
｛
ド
菊
．
写
夢
”
頃
鶴
ヨ
§
ゼ
℃
。
ω
二
〇
9
。
。
。
も
二
。
。
劇
。
酔
ρ

（
7
）
　
2
ρ
山
0
7
0
ワ
鉱
け
唱
．
O
．
β
類
．
℃
窪
μ
獣
奪
勲
『
〉
夢
解
郎
野
a
鴫
窪
議
o
h
》
纂
ぽ
。
℃
o
δ
σ
q
ざ
器
＜
．
a
曾
一
8
卜
。
”
℃
．
漁
悼
●
翌
簿
『
艶
。
ヨ
。
導
9
℃
●

　
一
〇
Q
o
8
．

（
8
）
ρ
箆
自
誓
。
ぎ
”
。
。
。
ヨ
。
菊
の
ヨ
幾
冨
g
鋳
。
じ
⇔
婦
碧
9
。
ω
。
晦
済
葺
貯
。
℃
9
。
σ
q
ざ
》
曾
〉
●
〉
．
O
。
瓢
欝
囲
○
。
宣
8
。
・
b
⇔
島
。
量
量
目
9
岡
谷
㊤
ミ

　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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折
口
學
研
究
　
　
箪
躍
四
百
六
十
西
號

　
（
艮
族
學
研
究
輔
四
ノ
一
、
昭
二
臨
）

（
9
）
≦
●
○
σ
q
げ
母
資
。
Q
。
。
剛
巴
O
ぴ
磐
σ
q
。
二
⑩
悼
も
。
．
器
≦
㊦
儀
二
㊤
総
ぎ
ピ

二
二

五
　
文
化
人
類
學
と
祇
會
人
類
學

　
文
化
人
類
學
と
祉
會
人
類
學
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
O
文
化
人
類
學
と
杜
會
人
類
學
を
全
く
同
一
賭
す
る
立
場
、
ω
文
化
入
類
學
と
砒

會
人
類
學
を
封
等
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
麗
翻
せ
ん
と
す
る
立
場
、
㊨
文
化
人
類
學
を
吐
會
人
類
學
を
含
む
上
位
科
學
と
曇
る
立
場
、
が
あ

る
。
こ
の
三
者
に
つ
い
て
解
設
を
試
み
度
い
。

　
文
化
人
類
學
と
肚
會
人
類
學
を
同
一
親
す
る
學
者
と
し
て
最
も
顯
露
な
の
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
！
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
繭
者
を
斑
謝
す
る

　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
な
く
使
用
す
る
。
し
か
し
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
歴
史
建
設
を
事
と
す
る
文
化
人
類
學
即
ち
民
族
畢
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
人

類
文
化
の
機
能
、
個
々
の
精
紳
活
動
と
入
間
の
制
度
と
の
關
係
、
入
間
の
習
慣
及
び
思
想
の
生
物
學
的
基
礎
の
理
解
を
目
的
と
す
る
彼
の

掛
台
人
類
學
が
、
文
化
入
賞
學
の
す
べ
て
で
あ
る
課
で
あ
る
。
シ
カ
ゴ
大
憲
の
ス
ロ
ト
キ
ン
　
（
ゆ
圃
●
Q
っ
．
。
。
算
騒
げ
）
も
そ
の
著
。
っ
o
o
幣
一

》
ロ
爵
憎
。
℃
o
δ
σ
q
ざ
一
8
0
の
中
で
、
こ
の
學
問
を
人
間
面
上
と
文
化
の
研
究
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
内
容
的
に
は
文
化
入
類
書
と
の

辮
鋼
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
晃
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
も
遙
か
に
古
く
エ
ー
ル
大
學
の
ク
ラ
…
ク
・
ウ
ィ
ス
ラ
ー
　
（
○
賦
降

芝
一
。
。
。
。
一
窪
）
　
も
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
が
就
會
人
類
學
の
用
語
を
使
用
す
る
の
は
、
彼
の
主
要
關
…
心
事
が
解
剖
學
、

生
理
學
及
び
心
理
學
に
あ
る
の
で
な
く
し
て
「
人
間
の
就
會
生
活
」
に
あ
る
か
ら
だ
と
蓮
べ
て
お
り
、
こ
の
巻
心
生
活
と
は
文
化
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

文
化
は
部
族
乃
至
コ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
集
團
活
動
又
は
傳
統
化
さ
れ
た
習
慣
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
。
師
ち
彼
の
研
究
封
象
は
人
類
學

的
意
味
に
お
け
る
文
化
な
の
で
あ
り
、
然
も
そ
の
研
究
法
に
輯
愚
な
方
法
を
指
摘
し
て
い
る
と
は
雷
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
本
節
で
最
も
重
要
親
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
文
化
人
類
學
と
就
會
人
類
學
と
を
同
一
の
レ
ベ
ル
に
於
て
縄
労
せ
ん
と
す
る
立
場



　
　
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
一
つ
の
見
解
が
ル
イ
ス
・
ワ
ー
ス
　
（
（
轡
。
魚
ω
乏
マ
昏
）
　
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ワ
…
ス
は
ス
ロ
ト
キ
ン

　
　
の
「
就
會
人
類
學
」
へ
の
序
文
の
中
で
、
文
化
入
類
學
と
祉
會
人
類
學
の
母
野
は
明
瞭
で
な
い
が
、
多
分
文
化
人
類
學
は
所
産
と
し
て
の

　
　
文
化
に
重
黙
を
お
き
、
之
に
封
し
て
暴
露
人
類
學
は
文
化
の
劇
筆
者
で
あ
り
、
保
持
者
で
あ
る
母
野
と
の
連
關
に
於
て
文
化
を
強
調
す
る

　
　
も
の
と
し
て
薩
圃
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
オ
リ
エ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
に
於
け
る
相
異
の
結
果
と
し
て
、
就
會
人
類
學
は
瀧
愈
構
造
の
性
質
、

　
　
異
な
る
祉
會
を
特
色
づ
け
る
社
會
的
交
渉
の
過
程
に
集
中
的
に
關
介
し
、
二
次
的
に
赴
會
を
構
成
す
る
人
と
集
團
の
瀾
係
か
ら
生
れ
る
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
質
的
象
徴
的
結
果
を
取
扱
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
書
は
文
化
人
類
學
と
就
會
入
類
意
と
を
封
象
か
ら
慨
弁
せ
ん
と
す
る
重
要
な
蛮
書
で
あ
る
。
英
國
の
事
由
人
類
學
は
傳
統
的
に
文

　
　
化
を
取
扱
っ
て
い
て
、
タ
イ
ラ
ー
の
人
類
學
の
主
要
封
象
が
文
化
で
あ
っ
た
こ
と
の
登
壇
を
保
持
し
て
い
る
。
バ
ッ
ド
ン
は
社
會
人
類
學

　
　
を
魅
會
學
的
、
心
理
學
的
方
法
に
よ
る
そ
れ
自
身
の
罐
利
に
お
け
る
文
化
の
研
究
で
あ
る
と
し
、
一
九
三
二
頃
ま
で
に
就
會
人
類
學
は
未

　
　
開
赴
會
の
慣
習
鄭
ち
文
化
と
砒
會
溝
造
を
取
扱
う
も
の
と
大
騰
に
於
て
亡
者
の
意
見
が
一
致
し
て
い
た
。
方
法
に
去
て
は
暫
く
お
い
て
、

　
　
封
象
に
つ
い
て
は
瓦
之
で
は
こ
の
學
問
の
瑛
達
の
歴
史
を
通
じ
て
文
化
と
祉
會
の
二
つ
を
研
究
心
象
と
し
て
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
然

　
　
も
就
會
生
活
は
慣
習
の
は
た
ら
き
と
見
ら
れ
、
文
化
の
一
種
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
若
し
も
縫
會
人
類
學
の
主
要
な
封
象
が
文
化
で
あ
る
な
ら
ば
、
殿
會
人
類
學
と
い
う
別
個
の
學
問
を
立
て
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
事
實
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
文
化
人
類
學
と
同
様
に
用
い
て
い
る
し
、
重
扇
に
も
文
化
人
類
學
の
用
語
を
よ
り
好
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
し
い
と
す
る
學
者
は
多
い
。
ナ
デ
ー
ル
な
ど
は
瀧
會
入
類
學
の
用
語
を
用
い
な
が
ら
、
こ
の
學
問
の
主
題
は
標
準
化
さ
れ
た
行
爲
様
式
で

　
　
あ
り
、
そ
の
統
合
的
上
騰
と
し
て
の
文
化
で
あ
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
（
ぴ
。
旨
。
》
曜
≦
鐵
＄
）
の
用
藷
で
あ
る
文
化
學
。
巳
欝
お
ざ
σ
q
団
が
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
々
の
主
題
を
よ
り
正
確
に
示
す
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
樹
象
的
に
は
文
化
人
石
釜
は
敵
會
人
類
學
と
圃
別
が
な

　
　
い
こ
と
で
あ
り
、
特
殊
の
方
法
を
持
つ
た
學
派
が
、
文
化
人
類
學
の
中
に
一
種
の
文
化
人
類
題
を
分
立
し
、
之
に
瀧
會
人
類
學
の
名
を
與

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

594　
　
　
　
　
　
文
化
人
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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哲
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
六
十
四
騨
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
瞬

　
だ
が
封
象
的
に
も
溶
卵
人
類
學
と
文
化
人
類
學
を
分
と
う
と
す
る
見
解
が
、
就
中
強
く
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
、

疑
は
就
會
人
類
學
の
群
集
を
就
會
構
造
ω
o
鉱
巴
。
。
窪
0
9
ξ
o
に
限
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
古
い
就
會
人
類
學
に
封
し
て
ラ
ド
タ
リ
フ
・

ブ
ラ
ウ
ン
の
癒
會
人
類
學
は
彼
自
ら
に
よ
っ
て
比
較
瀧
漁
舟
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
比
較
就
會
學
は
「
人
類
學
的
研
究
の
現
在
の

　
　
　
　
　
　
（
7
）

位
地
」
　
（
一
九
三
一
）
で
は
「
文
化
の
一
般
化
的
科
學
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
氏
が
文
化
の
用
語
を
好
ん
で
使
用
す
る
の

は
こ
の
論
文
の
出
た
一
九
三
一
ま
で
で
、
其
の
後
は
穀
會
講
逡
と
か
、
就
會
組
織
の
周
語
が
多
く
な
る
。
一
九
三
五
の
「
祉
単
科
學
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

け
る
機
能
の
概
念
に
つ
い
て
」
に
は
文
化
の
用
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
一
九
三
七
の
○
ぼ
o
ρ
α
㊤
o
聞
鋤
。
乱
ξ
ω
o
二
院
炉
同
の
「
甦
會
の
自

然
科
學
」
で
は
「
諸
震
は
文
化
の
科
學
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
諸
書
は
文
化
を
就
會
組
織
の
特
色
と
し
て
の
み
研
究
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

き
る
。
そ
れ
故
若
し
諸
霧
が
科
學
を
持
た
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
祉
會
組
織
の
科
學
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

九
四
〇
に
は
「
就
會
構
造
に
つ
い
て
」
を
閃
○
団
巴
》
蚕
包
。
℃
9
0
σ
Q
8
巴
H
霧
ユ
貯
8
の
議
畏
講
演
の
題
目
に
も
選
ん
で
い
る
。
そ
の
中

で
氏
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
瀧
會
人
類
漁
者
が
關
糊
す
る
具
騰
的
な
観
察
し
う
る
事
賢
を
考
え
て
晃
よ
う
。
若
し
我
々
が
例
え
ば

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
一
部
の
土
着
民
に
出
か
け
る
な
ら
ば
、
我
々
は
あ
る
騒
然
環
境
の
中
に
若
干
数
の
個
々
の
個
人
を
見
出
す
。
我
々
は

之
等
の
個
人
の
行
爲
の
し
ぐ
さ
（
彼
等
の
し
ゃ
べ
る
こ
と
や
過
去
の
活
動
の
物
的
所
産
を
含
め
て
）
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々

は
文
化
を
槻
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
文
化
は
如
何
な
る
具
膿
筑
州
在
で
も
な
く
、
抽
象
で
あ
る
か
ら
だ
。
然
し
直
接
の
観

察
が
我
々
に
、
こ
れ
ら
の
入
閣
が
複
雑
な
駄
漁
舟
係
の
網
の
臣
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
私
は
紅
軍
構
造
と

い
う
語
を
こ
の
實
際
に
存
在
す
る
蘭
係
の
網
の
葭
を
示
す
爲
に
卜
い
る
」
と
書
い
、
又
砒
會
構
造
は
杜
會
入
類
學
の
全
て
だ
と
い
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
×
1
2
）

は
な
い
が
、
こ
の
科
學
の
基
本
的
部
分
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
文
化
に
代
っ
て
こ
の
よ
う
に
馳
會
溝
造
を
重
要
対
す
る
爲
に
、
機
能

主
義
の
中
で
も
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
學
系
を
構
造
論
者
。
・
霞
煩
繋
¢
門
鉱
置
δ
と
呼
び
わ
け
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
場
合
に
は
就
會
構
造
は
持
績
的
な
杜
會
集
團
の
意
に
用
い
ら
れ
、
む
し
ろ
敢
會
的
行
爲
。
。
o
鳥
巴
び
？

ず
簿
く
δ
に
『
の
用
語
を
好
ん
で
用
い
る
。
そ
し
て
社
會
人
類
學
の
封
事
を
制
度
化
さ
れ
た
形
に
お
け
る
就
會
出
行
爲
の
研
究
で
あ
り
、
文
化



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
的
表
現
の
細
部
よ
り
も
全
過
程
に
お
け
る
人
の
千
船
に
主
要
な
注
意
を
彿
う
の
だ
と
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
傾
向
は
国
手
人
類
學
の
名
と
學
問
封
象
の
間
に
一
致
が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
し
、
先
に
あ
げ
た
ワ
ー
ス
の
見
解
と
も
略
一
致

　
　
す
る
。
し
か
し
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
場
合
で
書
え
ば
文
化
は
抽
象
で
あ
る
と
か
、
論
理
的
構
造
物
で
あ
る
と
か
い
う
見
方
が
ど
の

　
　
程
度
こ
の
學
問
に
有
用
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
テ
ィ
ス
な
ど
は
祉
會
構
造
だ
け
を
研
究
封
象
と
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
る
と
し
て
お
り
、
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
祉
會
人
類
學
の
方
法
」
を
編
集
し
た
ス
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
（
鼠
．
　
ワ
臼
●
　
6
0
罵
一
⇒
一
く
簿
。
口
）
も
、
遽
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
ら
ず
言
忌
溝
造
と
文
化
の
關
係
の
、
比
較
的
基
礎
に
基
く
組
織
的
検
討
に
導
か
れ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ

　
　
～
ド
の
場
合
で
言
え
ば
、
文
化
は
輩
な
る
人
に
甥
す
る
行
爲
以
上
に
廣
い
が
、
標
準
化
さ
れ
た
魚
住
的
行
騰
は
文
化
の
一
部
で
あ
る
と
言

　
　
え
る
の
で
あ
る
。
結
局
現
在
に
寝
て
は
野
象
的
に
よ
り
は
む
し
ろ
方
法
の
上
で
、
あ
る
顯
著
な
も
の
を
持
つ
學
問
を
遍
し
い
就
會
人
類
學

　
　
と
認
め
る
外
は
な
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
第
三
の
文
化
人
類
學
を
胱
會
人
類
學
や
民
族
學
よ
り
上
位
の
科
學
と
認
め
る
筆
者
は
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
、
フ
ー
ベ
ル
（
国
・
》
顧
国
o
o
ぴ
鉱
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
ビ
デ
ィ
ン
ト
ン
刷
き
わ
め
て
多
い
。
そ
し
て
こ
の
立
場
は
勿
論
穏
當
な
立
場
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
新
し
い
杜
會
人
類
學
が
つ
よ
い
學
問
の

　
　
昌
的
と
詳
説
を
持
ち
、
民
族
學
も
亦
自
ら
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
時
に
、
換
言
す
れ
ば
文
化
人
類
學
が
内
部
分
裂
を
起
し
た
時
に
、
文
化

　
　
人
類
學
は
な
お
獺
立
の
一
科
學
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
す
で
に
入
類
學
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
有
機
的
レ
ベ
ル
と
何
等
か
の
意
味
で
薩
溺
さ
れ
る
文
化
的
レ
ベ
ル
が
あ
る
な
ら
ば

　
　
文
化
入
費
學
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
文
化
入
類
學
は
祉
會
的
に
習
得
さ
れ
た
人
聞
の
行
動
及
び
其
の
結
果
と
し
て
の
文
化
を

　
　
謡
講
と
す
る
空
聾
で
あ
る
と
か
、
人
肉
の
文
化
の
學
で
あ
る
と
か
、
或
は
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ツ
の
装
う
よ
う
に
、
文
化
人
類
學
は
人
閣
活
動

　
　
の
あ
る
一
つ
の
嘔
分
を
研
究
す
る
よ
り
も
よ
り
繕
い
も
の
で
、
　
一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
史
の
流
れ
の
外
に
あ
る
入
国
を
研
究
し
、
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
う
る
溜
り
與
え
ら
れ
た
慣
習
の
煮
方
を
全
膿
と
し
て
研
究
す
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
規
定
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
何
れ
も
苦
心
の
跡
の
見

　
　
え
る
規
定
で
あ
る
が
、
若
し
文
化
人
類
學
の
冒
的
に
着
眼
す
る
な
ら
ば
、
文
化
人
類
書
學
（
民
族
學
）
と
狡
義
の
文
化
人
類
學
に
分
れ
ざ

蝦　
　
　
　
　
　
文
化
入
類
學
に
つ
い
て
の
學
問
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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折
口
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
六
十
－
四
號

二
六

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
文
化
人
類
學
は
騒
的
の
設
定
に
於
て
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
f
、
ラ
ド
タ
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
、
エ
ヴ
ァ
ン

ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
接
近
せ
ざ
る
を
得
な
い
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
を
漕
極
的
な
意
味
に
於
て
文
化
人
類
學
の
分
裂
と
見
た
り
、

文
化
人
類
學
と
い
う
學
問
の
可
能
に
益
し
て
疑
を
持
つ
に
は
當
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
學
に
介
し
て
宗
教
史
が
あ
り
、
秋
會
學
に
寂
し

て
祉
會
史
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
と
二
っ
て
よ
い
。
先
に
筆
者
は
狡
義
の
文
化
人
類
學
が
就
會
入
類
學
に
接
近
す

る
と
言
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
圏
的
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
そ
の
封
象
の
嚴
密
な
規
定
に
於
て
、
又
就
中
そ
の
方
法
に
心
し
て
、
幾
多
の

問
題
を
持
っ
て
お
り
、
史
實
の
使
用
に
關
し
て
は
文
化
人
甜
菜
と
狡
義
の
文
化
人
漁
業
は
内
的
に
益
々
結
ば
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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　　Cultura’1　anthropology　is　a　science　wkicl｝　has　not　yet　a　firm　position

，among　the　universities　in　Japan，　but　many　scholars　of　varlous　disciplines　pay

sincere　attention　to　that　science．　As　the　case　stands　at　present，　it　1s　stiil

more　necessary　to　ciarify　the　scope　and　character　of　cultural　anthropology．

Anthropology　is　not　the　synthesis　or　the　conglomeration　of　sciences　which

are　interested　in　man．　The　present　writer，　with　E　Boas，　A．　L．　Kroeber

and　A．　R．　Radcliffe－Brown，　maintaiRs　that　anthropology　is　the　science　of

man　in　groups　or　the　study　of　man　and　his　behavlor　and　productions　as

amember　of　society。　The　group，　not　the　indivldua1，　is　a正ways　thc　primary

cor≧cem　of癒e　anthropolo9三st．　And　cultural　anthropology　is慮e　c級ltural　side

of　it．　Kroeber’s　newer　concept　of　the　superorganic　props　the　distinction

between　physical　and　cultural　anthropology　and　the　concept　also　supports

the　cultural　anthropology　as　an　independent　science．

　　Kistorical　development　has　produced　several　branches　or　disciplines

reiated　to，　or　included　in　cultural　anthropelogy．　Among　these　the　relation　or

differences　between　ethnology　and　social　anthropology，　social　anthropology

and　cukura｝　anthropology，　have　to　be　brought　£o　light．　ln　this　article　the

wr1ter　has　given　a　｛ull　account　on　the　scientiflc　or　methodological　problems

of　these　disc2pjines．　Concisely，　ethnology　ls　a　historica｝　scieRce　and　social

anthropology　is　a　theoretical　or　analyticai　science．　Ethnology　deals　with　the

prlmitives，　but　the　object　of　social　anthropology　is　not　confined　to　the
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’　primitves．　Ethnology　and　folklore　are　both　historical，　foll〈lore　studies　the

　cultural　underlayer　of　a　civllized　nation，　but　ultimately　folklore　is　to　be

　taken　into　ethnologY．　Sociology　and　social　anthropology　are　both　sociology

whiqh　have　dlfferent　his£orical　development．　S6cial　an£hropology　ls　one　of

the　braRches　of　cultural　anthropology，　but　methodology　of　social　anthro－

polo．gy　asks　cu｝tural　anthropology　£o　reconsider　the　scope　and　character　of’

that　sci．ence．　Strictly　cultural　anthropology　must　be　divided　into　theoretical

cultural　anthropology　and　historical　cultural　anthropoiopy，　ln　splte　of　the

intimate　relation　between　history　and　theory　in　the　cultural　and　social

sc1ences，　the　aim　of　s6’　ience　approves　the’division，　arid　such　division　is　the

same　as　that　of　science　of　religion　and　history　of　religion，　or　tkat　o£’

socioiogy　and　laistory　of　society　and　so　on．

恥総de恥磁s油iloso轟ques媛e．璽a　to16raRce継量霧豊磯se．

　　　　　　　　Sur　1’　“6vidence　du　fait”　de　Pierre　Bayle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Aklo　lwatsubo．

　　La　to16rance　r6ciproque　des　religions　ni・est　pas　la　vraie　to16rance．　EIItr

ne　se　r6alise　que　dans　la　soci6te　sans　aucune　religion．　C’est　lh　Ja　vra1e

inteRtion　de　P．　Bayle．．　En　cbns6quence　devait－il　constituer　les　fondements

philophiques，　sur　lesquels　les　ath6es　pourraient’　foriner　leur　soc16te　bien

ordonh6e．

　　En　app11qualtt　le　doute　m6thodlque　de　Descartes　au　domaine　de　la

th6010g圭e，　Bayle　conclut〈1ue工a　conscience　est工e　seu玉　moyen　de　com｝a全tre

la　v6rit6　dlvlne．　La　conscience　est　composee　de　1’esprit　et　du　coeur．

Vesprit　fini　de　1’homme　ne　・peut　connat2re　la　v6rit6　divine　en　elle－meme．

Mais　par　le　coeur　！’homme　peut　discerner，　au　moins，　la　verit6　de　la

faussete．　Cependant　le　coeur　corrompu　de　1’homme　ree1　qui　s’unit　a　son

c・rps　nc　se　c・曲rme　pas　au　principe　96n6ral　de　1’entendement，　ma三s　a　la．

passion　particliere　de　tel　bu　tel　cas．

　　Ce　ri’est－dit－on－autre　que　la　doctrine　immorale　des　‘’Mbertins”．　Contre

ce　reproche，　il　r6pond　que　les　passions，　en　f　e　refr6nant　1’une　1’autre，
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