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紹
介
と
批
詳

岡
　
田
　
　
譲
著

　
　
『
杜
會
人
類
學
の
基
本
問
題
』

石
田
英
一
郎
著

　
　
『
文
化
人
類
學
序
詮
』

西
村
朝
日
太
郎
著

　
　
『
丈
化
人
類
學
論
孜
』

　
は
じ
め
に

科
學
に
國
境
は
な
い
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
吐
會
科
學
の
世
界
に
お
い
て
は
、

置
々
の
文
化
的
吐
會
的
な
特
殊
條
件
が
重
な
り
あ
つ
て
、
と
き
に
は
國
家
や
民

族
の
枠
に
し
ば
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
理
論
的
檬
相
を
し
め
す
こ
と
が
多
い
。

人
類
に
共
通
す
る
普
遍
性
と
、
種
々
の
國
家
や
民
族
に
あ
ら
わ
れ
る
多
様
性
と

は
、
文
化
人
類
學
に
と
り
全
人
類
的
な
覗
野
か
ら
楡
討
す
る
に
適
わ
し
い
中
心

課題の

一
つ
で
あ
る
が
、
人
類
學
そ
れ
自
騰
の
領
域
に
お
い
て
も
、
國
家
や
民

族
が
異
な
る
に
し
た
が
い
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
特
徴
を
し
め
す
こ
と
が
多
い
。
例

え
ば
、
同
じ
よ
う
に
文
化
と
肚
會
の
間
題
を
と
り
あ
つ
か
い
な
が
ら
、
ア
メ
リ

カ
で
は
文
化
人
類
學
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
肚
會
人
類
學
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は

民
族
學
と
い
つ
た
よ
う
に
、
そ
の
學
間
上
の
名
稽
か
ら
性
絡
に
い
た
る
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
〇
　
　
　
　
　
（
一
二
五
山
ハ
）

そ
れ
ぞ
れ
の
國
家
的
な
枠
組
が
附
き
ま
と
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
た
ま
た
ま
、
昨
年
度
（
昭
和
三
十
四
年
）
九
月
以
後

に
亥
々
と
出
版
さ
れ
た
次
の
三
つ
の
著
書
に
も
顯
著
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
三
つ
の
著
書
を
同
時
に
相
互

に
比
較
楡
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
以
上
の
間
題
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
加

え
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
各
著
書
の
襲
行
所
お
よ
び
稜
行
期
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
各

著
書
に
は
、
ま
た
、
既
獲
表
の
論
文
の
再
録
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

　
肚
會
人
類
學
の
基
本
問
題
（
以
下
『
基
本
問
題
』
と
総
す
）
有
斐
閣
、
昭
和

　
　
三
十
四
年
九
月
二
十
五
日
登
行

　
丈
化
人
類
學
序
読
（
以
下
『
序
説
』
と
稽
す
）
時
潮
社
、
曜
和
三
十
四
年
十

　
　
月
＋
五
日
嚢
行

　
丈
化
人
類
學
論
孜
（
以
下
『
論
放
』
と
構
す
）
日
本
評
論
新
枇
、
昭
和
三
十

　
　
四
年
十
二
月
二
十
九
日
登
行

　
試
み
に
、
各
著
書
の
各
論
文
を
、
e
立
場
性
、
⇔
基
礎
概
念
、
㊧
學
読
の
紹

介
と
そ
の
展
開
、
㈲
日
本
肚
會
の
間
題
、
㈲
民
族
誌
學
的
研
究
の
五
つ
の
間
題

別
に
分
け
る
と
．
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
な
一
覧
表
に
し
め
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
そ
れ
ら
の
五
つ
の
問
題
別
に
、
各
著
書
の
各
論
文
を
紹
介
し
な
が
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
が
と
り
あ
げ
る
問
題
融
や
、
そ
の
性
格
上
の
共
通
す
る
謡
と

相
蓮
す
る
貼
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。



的民

曜
の日

疇
展と學

そ露
基
礎
概

立
場

問／
題
別
　 藩

究學 題倉 開の介 念 性 書

ア 日 丈小親 丈 肚 肚

タ
イ

本
に 化地族

化
の

會
人

倉
人

ヤ お 域 性 類 類

ル
族

け
る

愛肚集 格 學
の

學
の
　

の 同 動會團 性 基

肚 族 格 本

會 研 問

構 究 題
成 の

意
義

（
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立
場
性

　
『
基
本
問
題
』
に
お
い
て
は
、
吐
會
と
文
化
の
解
明
に
際
し
、
か
な
り
徹
底

し
た
イ
ギ
リ
ス
肚
會
人
類
學
上
の
立
場
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
杜
會
人
類
學
の
流
れ
は
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
ラ

ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
、
フ
ァ
ー
ス
等
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、
人
間
行
動
を
分

析
す
る
た
め
の
比
較
肚
會
學
、
あ
る
い
は
、
未
開
就
會
に
適
用
さ
れ
た
吐
會
學

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
別
個
の
「
文
化
を
中
心
と
し
た
科
學
」

す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
文
化
人
類
學
と
は
署
し
ヤ
封
照
を
し
め
す
。
枇
會
的
歴

史
的
事
賓
の
分
析
に
當
つ
て
「
枇
會
」
と
「
文
化
」
の
い
ず
れ
の
面
か
ら
分
析

　
　
　
　
紹
介
と
批
誕

を
始
め
る
か
と
い
5
鮎
に
、
爾
者
の
性
格
上
の
基
本
的
な
相
蓮
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
「
肚
曾
」
と
「
文
化
」
の
概
念
規
定
の
仕
方
に
、
賓

は
こ
の
問
題
に
關
す
る
理
論
的
核
心
が
ひ
そ
む
も
の
と
い
つ
て
よ
い
。
そ
し
て

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ァ
ー
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
マ
ー
ド

ッ
ク
と
の
間
の
有
名
な
論
雫
が
あ
る
。
前
者
は
、
主
と
し
て
文
化
よ
り
も
融
會

集
團
、
人
間
關
係
の
構
造
に
關
心
を
も
ち
、
歴
史
的
關
係
よ
り
も
同
時
代
的
關

係
に
興
味
を
も
つ
て
い
る
と
後
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
が
、
ま
た
後
者
は
、
吐
會

集
團
を
飛
び
超
え
た
抽
象
的
な
「
文
化
」
と
い
う
概
念
を
自
明
の
も
の
と
し
文

化
と
吐
會
の
爾
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
枇
會
的
事
賞
を
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
　
（
一
二
五
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

化
人
類
學
の
名
の
も
と
に
雑
多
に
研
究
し
よ
5
と
し
て
い
る
、
と
前
者
か
ら
批

到
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
丈
化
と
い
5
概
念
に
吐
會
構
邉
も
集
團
も
す
べ
て
を
包
含
さ

せ
て
し
ま
う
か
、
叉
は
こ
れ
と
異
つ
た
次
元
の
も
の
と
考
え
る
か
に
よ
つ
て
、

文
化
人
類
學
の
名
を
探
る
か
、
肚
會
人
類
學
の
名
を
好
む
か
が
き
ま
つ
て
來
る
」

と
『
基
本
問
題
』
の
著
者
は
述
べ
な
が
ら
、
「
私
は
吐
會
を
以
つ
て
文
化
の
一

部
と
せ
ず
、
文
化
の
指
い
手
と
し
て
の
就
會
を
取
り
上
げ
、
集
團
的
次
元
を
彊

調
レ
た
、
イ
ギ
リ
ス
吐
會
人
類
學
の
功
績
を
認
め
、
こ
の
鮎
を
明
瞭
に
す
る
意

味
か
ら
、
吐
會
人
類
學
の
名
を
選
び
度
い
と
思
う
」
（
一
八
頁
）
と
、
そ
の
立
場

性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
に
、
文
化
と
枇
會
の
分

類
に
關
し
著
者
は
、
別
段
、
詳
し
く
自
己
の
見
解
を
の
ぺ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
最
近
の
ク
ロ
ー
バ
ー
と
パ
ー
ス
ソ
ズ
の
共
同
提
案
を
紹
介
し
た
「
註
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
む
　
　
　
　
う
　
　
め

個
所
で
、
「
文
化
を
人
間
行
爲
を
形
作
つ
て
い
る
要
因
と
し
て
の
債
値
・
理
念

ね
　
　
り
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ち
　
　
い
　
　
り
　
　
ち
　
　
セ
　
　
ヨ

の
類
型
・
及
び
そ
の
他
の
象
徴
的
意
味
盟
系
」
と
考
え
、
「
肚
會
（
肚
會
盟
系
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
セ
　
　
む
　
　
じ
　
　
ち
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

の
方
は
、
個
人
及
び
集
團
間
の
特
定
の
相
互
關
係
騰
系
」
と
定
義
し
た
ら
よ
い

と
の
べ
、
さ
ら
に
「
一
方
を
他
方
に
よ
つ
て
読
明
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

各
々
の
次
元
に
滑
う
て
研
究
を
績
け
る
と
共
に
、
爾
者
の
關
蓮
を
明
ら
か
に
す

る
方
向
に
進
む
べ
き
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
に
止
ま
る
（
傍
鮎
筆
者
二
〇
頁
）
。

だ
か
ら
著
者
の
立
場
性
の
取
得
は
、
著
者
の
説
明
す
る
限
り
で
は
、
「
特
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ち

相
互
關
係
髄
系
」
の
次
元
に
注
目
す
る
好
み
を
も
つ
故
に
、
肚
會
人
類
學
の
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
（
一
二
匠
八
）

れ
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
と
い
え
よ
う
．

　
と
こ
ろ
で
、
澁
會
と
文
化
の
経
験
的
な
把
握
に
は
、
文
化
と
瀧
會
の
雨
系
を

相
互
に
濁
立
に
分
離
す
る
こ
と
だ
け
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、
爾
系
の
相
互
の

關
係
を
現
賞
に
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま

た
、
こ
の
爾
者
の
關
蓮
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
進
む
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は

な
く
、
「
贋
値
・
理
念
の
類
型
」
や
「
象
徴
的
意
味
的
饒
系
」
の
す
で
に
滲
透
し

き
つ
て
い
る
「
相
互
關
係
盟
系
」
を
如
何
に
具
騰
的
に
把
握
す
る
か
、
が
現
賓

の
緊
急
の
課
題
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
或

は
逆
に
、
文
化
の
相
封
的
状
況
よ
り
の
具
盟
的
分
析
の
た
め
に
、
特
定
の
相
互

關
係
髄
系
の
究
明
の
場
合
に
も
、
文
化
の
実
元
⑳
債
値
・
理
念
の
類
型
そ
の
他

の
象
徽
的
意
味
燈
系
の
問
題
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議

論
が
威
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
序
論
』
に
お
い
て
は
、
「
全
髄
と
し
て
の
人
類
文
化
の
科
學
」

と
規
定
す
る
文
化
人
類
學
の
立
場
性
が
、
問
答
の
形
式
で
展
開
さ
れ
て
い
る
（
こ

の
論
丈
の
奮
題
は
「
文
化
人
類
學
問
答
」
と
し
て
一
九
狂
七
年
に
登
表
さ
れ
て

い
る
）
。
著
者
が
人
類
文
化
を
全
髄
と
し
て
把
掻
す
る
と
い
う
場
合
の
「
全
驚
」

の
意
味
に
は
、
「
時
間
的
に
も
室
間
的
に
も
一
つ
の
蓮
績
し
た
全
驚
と
し
て
見

た
文
化
」
と
、
「
そ
れ
を
構
成
す
る
内
容
的
諸
要
素
の
軍
な
る
縫
計
で
は
な
く

し
て
、
一
つ
の
有
機
的
組
統
合
的
な
全
騰
と
し
て
の
文
化
」
と
の
二
つ
の
意
味

が
同
時
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
（
蕊
頁
）
。
さ
ら
に
「
文
化
人
類
學
は
最
初
か
ら
、



　
　
　
　
　
ち
　
セ
　
ち
　
ヤ
　
め
　
り

ど
こ
ま
で
も
亘
覗
的
な
科
學
で
、
そ
の
特
徴
は
、
つ
ね
に
そ
の
當
時
の
水
準
に

　
　
　
ら
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ち
　
　
ち
　
　
も
　
　
ち

お
け
る
全
人
類
的
な
見
透
し
を
背
景
と
す
る
貼
に
あ
る
」
の
だ
か
ら
、
「
現
實

に
、
あ
る
特
定
の
民
族
な
り
文
化
内
容
な
り
が
、
あ
る
學
者
の
專
門
の
研
究
封

象
と
な
つ
て
い
て
も
、
そ
の
研
究
が
…
…
他
の
文
化
と
の
腸
漕
か
瀞
識
い
で
な

さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
文
化
人
類
學
者
と
よ
ぱ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
」
（
傍
顯
筆
者

七
頁
）
と
そ
の
立
場
性
を
具
饅
的
に
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た

っ
と
、
イ
ギ
リ
ス
杜
會
人
類
學
の
立
場
は
、
ま
た
、
次
の
よ
う
に
評
債
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
る
。
吐
會
人
類
學
は
、
何
故
、
と
く
に
意
識
的
に
「
文
化
」
と
優

別
し
た
「
吐
會
」
に
そ
の
封
象
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
顯

を
問
題
に
と
り
あ
げ
、
「
威
會
の
構
造
的
聾
機
能
的
な
研
究
が
學
問
的
に
可
能

な
ら
ば
、
そ
れ
と
不
可
分
の
關
係
に
お
い
て
、
肚
食
を
も
含
め
た
文
化
の
全
髄

構
遭
も
、
ま
た
重
要
な
研
究
封
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
「
こ
こ
に

こ
そ
、
肚
會
學
と
匿
別
さ
れ
た
文
化
人
類
學
の
固
有
の
課
題
が
存
す
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
」
（
九
頁
）
と
反
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
第
一
の
時
間
的
室
間
的
全
薩
性
に
お
い
て
亘

覗
的
な
人
類
文
化
史
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、
第
二
の
有
機
的
”
統
合
的
全
燈
性

に
お
い
て
人
類
文
化
に
一
般
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、

歴
史
と
科
藁
、
記
述
と
分
析
を
一
個
の
學
問
髄
系
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
立
場

と
い
つ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
封
立
領
域
は
、
た
が
い
に
一
方
が

他
方
を
前
提
と
す
る
關
係
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
「
文
化
人
類
學
は
、
人
類
文

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

化
に
お
け
る
反
復
的
闘
普
逓
的
な
傾
向
牽
な
い
し
は
法
則
性
を
求
め
る
、
そ
の

A
科
學
V
と
し
て
の
學
問
的
課
題
を
果
す
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
文
化
ば
か
グ
で

な
く
、
先
史
時
代
を
も
、
よ
り
一
そ
う
嚴
密
な
基
礎
の
上
に
解
明
で
き
る
立
場

に
あ
る
」
（
一
六
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
文
化
人
類
學
に
お
け
る
歴
史
主
義
H
相
封
主
義
と
、
分
析
主
義

腱
普
遡
化
主
義
と
の
、
双
方
の
封
立
的
立
場
は
長
い
期
間
の
論
雫
の
原
因
と
な

つ
て
い
た
が
、
著
者
の
し
め
す
「
全
燈
性
」
の
講
成
に
は
掲
創
的
数
見
解
が
少

な
く
な
い
。
そ
し
て
、
一
般
的
摺
針
と
し
て
の
亘
硯
的
な
包
容
力
を
も
つ
こ
の

構
成
に
お
い
て
は
、
具
驚
的
現
實
的
な
調
査
研
究
に
際
し
て
の
分
析
圖
式
に
ま

で
謁
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
當
然
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
鮎
に
つ

い
て
の
著
者
の
構
成
の
、
高
度
の
揺
象
性
に
難
鮎
の
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
。
こ
の
鮎
の
具
饅
的
な
展
開
は
、
主
と
し
て
、
未
開
民
族
の
原
始
文
化
や
氏

族
制
時
代
論
の
よ
う
な
史
的
次
元
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
文
化
史
的
畏
族
學
の
系
譜
の
然
ら
し
む
る
と
こ

ろ
で
あ
る
と
い
つ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
迄
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
、
現

在的時鮎に

定
位
し
た
微
覗
的
問
題
の
集
約
的
分
析
に
ど
の
よ
う
な
具
饅
的
展

開
が
期
待
さ
れ
る
か
、
そ
の
融
の
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
希
ま
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
さ
も
な
け
れ
ぽ
、
多
く
の
有
盆
な
示
唆
に
富
む
、

こ
の
牡
大
と
ま
で
い
え
る
よ
う
な
亘
覗
的
な
溝
成
は
、
徴
観
的
な
間
一
題
と
の
接

融
を
輕
観
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
片
の
文
明
批
評
か
哲
挙
的
文
化
理
論
に
堕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
　
　
　
（
一
二
五
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
詐

す
る
危
機
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
論
致
』
に
お
い
て
は
、
人
問
考
察
の
二
つ
の
立
場
を
、
「
人
間
の
本
質
の

把
握
を
志
向
す
る
一
つ
の
人
間
學
」
と
、
「
人
間
の
懲
表
な
い
し
は
歴
史
の
把
握

を
志
向
す
る
他
の
人
間
學
」
と
の
二
つ
を
匝
別
す
る
貼
か
ら
出
襲
し
て
い
る
。

人
間
學
と
人
類
學
と
の
關
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
人
類
學
の
基
本
的
性
格

を
橡
討
し
よ
う
と
し
て
英
米
的
な
見
解
（
丈
化
人
類
學
的
）
、
大
陸
系
的
な
見
解

（
形
質
人
類
學
的
）
を
極
め
て
一
般
的
な
形
で
紹
介
し
な
が
ら
、
前
者
を
精
憩
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ら
　
　
　
　
　
じ
　
　
セ

學
的
、
後
者
を
自
然
科
學
的
と
み
な
し
、
「
人
間
は
精
瀞
と
肉
膿
と
の
統
合
で

あ
る
以
上
、
文
化
と
形
質
と
の
統
一
的
關
蓮
に
お
い
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
（
傍
鮎
筆
者
二
五
頁
）
と
い
う
立
場
を
と
る
。
ノ
こ
の
よ
う
な
「
精
瀞
」
と

「
肉
豊
」
の
反
律
を
め
ぐ
る
古
く
か
ら
の
哲
學
論
争
は
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

む
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
む
　
　
セ
　
　
い
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
ち
　
　
セ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
セ

限
界
科
學
を
乗
り
超
え
る
た
め
の
燈
位
的
構
造
論
克
服
の
理
論
的
基
礎
を
量
子

生
物
學
や
精
瀞
身
盟
馨
學
的
な
諸
研
究
に
求
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
再
楡
討
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
機
能
的
全
饅
と
し
て
の
生
物
に
お
い

て
は
、
肉
盟
的
な
も
の
と
心
的
な
も
の
は
完
全
に
合
一
し
、
蓮
績
的
全
薩
的
な

活
動
過
程
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
」
か
ら
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
新
し
い
人
類
學
に
お
い
て
は
制
御
を
求
心
的
契
機
と
す
る
全
髄
性
の

概
念
を
當
然
原
則
的
嚢
見
的
な
認
識
原
理
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、

「
か
か
る
認
識
原
理
に
基
い
て
こ
そ
、
始
め
て
綜
合
人
類
學
、
肉
髄
と
精
憩
の

封
立
を
超
克
し
た
人
類
學
の
成
立
は
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
四
三
頁
）
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
　
（
一
二
六
〇
）

ぺ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
自
然
人
類
學
と
文
化
人
類
學
の
統
合
鮎
は
、
精
紳
と
肉

盟
の
封
立
を
止
揚
す
る
た
め
の
生
物
學
的
”
嚢
生
學
的
描
生
理
學
的
基
礎
に
求

め
る
こ
と
に
代
置
さ
れ
、
そ
の
上
に
立
つ
て
の
「
綜
合
人
類
學
」
の
立
場
性
を

主
張
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
間
題
は
、
哲
學
的
な
本
質
把
握
の
人
間
學
を
一
方
の
極
に
お

き
、
徴
表
人
間
學
と
し
て
の
人
類
學
を
他
方
の
極
に
お
い
て
い
る
が
、
形
質
人

類
學
と
文
化
人
類
學
の
封
立
が
著
者
の
い
う
よ
う
に
止
揚
で
き
た
と
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

（
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
生
物
畦
遺
傳
學
的
本
性
〔
玄
O
瞬
O
頃
O
黛
O
β
響

言
同
O
〕
を
奎
人
類
の
不
憂
の
關
連
黙
〔
言
ぐ
P
鼠
薗
目
“
尉
6
首
酔
O
団
3
頴
8
β
8
〕

と
し
て
注
目
し
だ
し
た
最
近
の
人
類
上
の
知
見
と
若
干
の
開
蓮
が
あ
る
よ
う
に

も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
封
立
が
す
で
に
止
揚
で
ぎ
た
と
は

筆
者
に
は
と
う
て
い
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
）
、
そ
の
こ
と
と
、
著
者
の

い
う
綜
合
人
類
學
と
し
て
の
「
人
間
の
本
質
的
不
璽
者
を
追
求
す
る
人
間
學
」

と
一
髄
何
の
關
係
が
あ
る
の
か
、
著
者
の
説
明
か
ら
は
全
く
理
解
で
き
な
い
よ

5
に
思
わ
れ
る
。

　
同
じ
ヒ
と
は
、
「
文
化
學
の
形
成
t
棚
瀬
氏
『
文
化
人
類
學
』
の
批
到
を

か
ね
て
ー
」
の
論
文
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の

『
文
化
の
科
學
』
に
腸
れ
な
が
ら
「
文
化
そ
の
も
の
の
生
成
護
展
等
に
關
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
セ
　
　
ヤ

全
般
的
な
理
論
騰
系
の
建
設
を
志
向
す
る
文
化
人
類
學
原
論
、
乃
至
は
文
化
學

は
、
文
化
人
類
學
の
諸
成
果
を
整
理
、
統
合
し
て
次
の
叢
展
に
備
え
る
た
め
に



も
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
（
傍
鮎
筆
者
二
一
二
頁
）
と
の
べ
、
棚
瀬
氏
の
前
提

書
を
主
と
し
て
文
化
學
読
と
文
化
一
般
の
理
論
的
説
明
を
意
圖
し
て
い
る
融
で

文
化
人
類
學
の
原
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
よ
う
に
解
編
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
の
「
文
化
科
學
」
と
後
者
の
「
文
化
人
類
學
」
が
根
本
的

に
異
な
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
人
類
學
者
の
間
に
お
い
て
は
自
明
の
事
柄
で
あ

り
、
こ
の
融
の
混
同
に
も
理
解
に
苦
し
む
黙
が
多
い
。
さ
ら
に
、
著
者
の
い
う

「
丈
化
學
」
と
前
に
の
べ
ら
れ
た
「
綜
合
人
類
學
」
と
は
、
ま
た
、
ど
の
よ
う

に
關
蓮
づ
け
ら
れ
る
の
か
も
全
く
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
『
基
本
問
題
』

や
『
序
読
』
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
ハ
ツ
キ
リ
し
た
立
場
性

を
し
め
し
て
い
る
立
場
と
は
異
つ
て
、
一
定
の
明
確
な
立
場
性
を
と
ら
な
い
立

場
を
し
め
そ
う
と
す
る
逆
説
的
な
立
場
性
を
『
論
放
』
の
著
者
は
表
明
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

蕃
礎
擬
念

　
『
基
本
問
題
』
に
お
い
て
は
、
前
に
の
ぺ
た
著
者
の
立
場
性
を
決
定
す
る
「
肚

會
」
と
「
文
化
」
の
爾
蓉
兀
の
間
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
封
比
に
お
い
て
文
化

の
性
格
を
や
や
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
「
個
人
及
び
集
團
間
の
特
定
の
相
互
關

係
盛
系
」
で
あ
る
「
肚
會
」
は
、
こ
こ
で
も
「
構
造
の
面
で
あ
り
人
間
集
團
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち
　
　
セ
　
　
ち
　
　
じ

面
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
れ
に
封
し
「
文
化
」
は
『
集
團
に
麦
え
ら
れ
た
行
爲

の
髄
系
で
あ
る
」
（
傍
鮎
筆
者
七
〇
頁
）
と
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
別
の
個
所
で
、

　
　
　
　
紹
介
と
批
舗

構
造
の
面
で
あ
る
「
壮
會
」
に
封
し
、
い
わ
ば
「
吐
會
的
機
能
」
と
し
て
の
「
文

化
」
の
概
念
を
考
え
て
い
る
ら
し
い
フ
シ
が
あ
る
（
七
〇
頁
）
。
さ
ら
に
「
丈
化

は
幾
つ
か
の
面
あ
る
い
は
相
に
分
れ
…
…
そ
れ
ら
の
文
化
の
諸
相
は
吐
會
的
機

能
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
…
…
、
互
に
關
蓮
し
合
い
適
懸
し
合
つ
て
統
一
的
全

膣
を
作
り
上
げ
て
い
る
」
（
八
三
頁
）
と
の
べ
、
そ
れ
ら
「
文
化
諸
相
の
相
互
適
’

懸
、
相
互
關
蓮
に
關
し
て
、
そ
こ
に
一
定
の
法
則
を
見
出
す
」
（
八
四
頁
）
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
肯
定
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
ず
で
に
、
肚

會
騰
系
と
呼
ば
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
個
人
及
び
集
團
間
の
特
定
の
相
互
關

係
髄
系
（
二
〇
頁
）
が
、
樽
造
の
面
（
肚
會
）
と
機
能
の
面
（
文
化
）
に
分
裂
し

て
し
ま
つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
來
る
と
、
文
化
の
旛
い
手
と
し
て
の
肚
會
を
取
り
上
げ
、

集
團
的
次
元
を
特
に
強
調
す
る
甦
會
人
類
學
の
立
場
で
す
ら
、
右
に
述
べ
ら
れ

た
文
化
の
次
元
の
諸
相
の
重
要
性
は
輕
競
で
き
な
い
筈
で
あ
り
、
著
者
も
、
事

賛
、
「
肚
會
人
類
學
は
就
會
的
事
實
を
分
析
す
る
に
當
つ
て
（
魅
會
V
と
（
文
化
V

の
爾
次
元
を
考
え
て
い
る
」
（
七
〇
頁
）
と
主
張
す
る
が
、
「
各
々
の
次
元
に
滑

5
て
」
研
究
を
績
け
る
と
前
に
主
張
し
た
こ
と
す
ら
す
で
に
不
可
能
に
近
い
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
「
各
々
の
次
元
に
沿
つ
て
研
究
を

績
け
る
と
共
に
、
爾
者
の
關
蓮
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
進
む
べ
き
だ
」
（
二
〇

頁
）
と
い
う
提
案
は
、
事
實
上
、
無
意
味
に
等
し
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
憺
い
手
」
と
し
て
の
枇
會
や
集
團
の
次
元
を
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
一
五
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紹
介
と
批
騨

に
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
「
何
を
指
つ
て
い
る
か
」
の
文
化
の
次
元
を
彊
調
す

る
こ
と
に
も
つ
と
意
味
が
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
，
少
な
く
と
も
、
そ
こ

で
示
さ
れ
た
「
文
化
の
性
格
」
の
章
で
は
、
有
名
な
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ソ
と
ク
ロ

ー
バ
ー
共
同
執
筆
の
論
文
「
文
化
概
念
」
の
紹
介
以
外
に
、
著
者
自
身
の
立
場

を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
基
本
貼
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
學
者
に
よ
る
文
化
概
念
の
論
議

を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
五
年
以
前
の
論
文
『
肚
會
人
類
學
の
性
格
」
に

表明さ

れ
た
そ
の
立
場
性
は
、
か
え
つ
て
混
鼠
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
序
説
』
に
お
い
て
は
、
文
化
の
概
念
に
つ
き
、
本
書
の
稜
行
と

同
時
に
新
し
く
稜
表
さ
れ
た
か
な
り
詳
細
な
論
文
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
「
文

化
と
い
う
こ
と
ば
」
（
第
一
節
）
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
を
古
今
東
西
に
わ
た

つ
て
解
説
し
、
今
日
の
人
類
學
で
い
う
文
化
の
概
念
を
明
確
に
限
定
し
よ
う
と

す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
學
者
の
間
に
お
け
る
文
化
概
念
の
規
定
に
は
、
か
な

り
長
い
間
の
重
要
な
論
畢
過
程
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
適
切
に
紹
介
、
批

到
し
な
が
ら
「
文
化
の
賞
在
性
」
（
第
二
節
）
を
明
瞭
に
指
摘
し
て
い
く
。
彊
靱

な
論
理
に
支
え
ら
れ
た
そ
の
説
得
力
あ
る
論
撮
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
多

く
、
翠
な
る
外
國
學
者
の
學
読
紹
介
以
上
に
掲
創
的
な
も
の
が
多
い
。
「
文
化

の
客
観
的
賓
在
性
こ
そ
が
、
ま
ず
文
化
の
科
學
的
認
識
の
基
本
的
前
提
を
な
す

も
の
で
あ
り
…
…
こ
れ
を
否
定
し
て
は
文
化
人
類
學
は
成
立
し
え
な
い
」
（
三
八

頁
）
と
い
う
の
が
、
そ
の
終
始
一
貫
し
た
基
本
的
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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一
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さ
ら
に
「
文
化
の
起
源
と
形
成
」
（
第
三
節
）
楓
お
い
て
、
文
化
の
起
源
を
探
究

す
る
際
の
人
類
の
起
源
そ
の
も
の
の
探
究
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

必
然
性
を
指
摘
し
、
他
の
生
物
と
匿
別
さ
れ
る
人
類
獅
自
の
様
相
を
、
言
語
と

い
う
媒
盟
に
よ
つ
て
蓄
積
さ
れ
た
脛
験
の
三
つ
の
領
域
i
技
術
．
感
情
．
意

志
！
の
そ
れ
ぞ
れ
の
週
程
に
つ
い
て
解
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
「
文
化

の
内
容
と
組
織
」
（
第
四
節
）
は
、
文
化
の
欝
造
的
理
解
の
た
め
に
、
文
化
の
内

容
ま
た
は
項
目
を
技
術
と
便
値
の
爾
面
に
わ
た
る
意
志
・
行
爲
．
物
燈
の
三
領

域
に
分
類
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
技
術
の
文
化
と
贋
値

の
文
化
の
雨
者
に
ま
た
が
つ
て
、
こ
の
爾
者
を
統
合
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い

る
「
肚
會
」
と
「
言
語
」
の
二
つ
の
文
化
の
範
麟
を
そ
の
圖
式
の
中
央
に
す
え

よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
「
文
化
を
構
成
す
る
、
按
術
と
便
値
、
壮
會
と
言
語
と
い

う
四
つ
の
範
疇
を
結
ぶ
不
断
の
相
互
關
係
」
（
五
二
頁
）
か
ら
、
文
化
の
全
髄
組

織
を
圖
式
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
文
化
に
お
け

る
全
匿
」
（
第
五
節
）
は
、
こ
れ
ら
の
範
聴
が
扁
定
の
相
互
關
係
に
お
い
て
相
補

足
し
合
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
一
定
の
相
關
關
係
の
李
衡
状
態
の
推

移
か
ら
文
化
墜
化
の
理
論
が
誘
導
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
、
ま
た
「
文
化
と
有
機
界
」
（
第
六
節
）
に
お
い
て
、
文
化
の
現
象
は
文
化

の
タ
ー
ム
に
お
い
て
の
み
正
當
に
読
明
し
う
る
と
い
う
「
文
化
は
文
化
か
ら
」

の
立
場
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
文
化
の
タ
ー
ム
に
お
い

て
人
類
文
化
史
や
文
化
の
蓮
動
法
則
を
探
ろ
う
と
す
る
「
文
化
と
天
才
」
（
第
七



節
）
の
論
議
も
、
こ
の
方
針
の
一
つ
の
展
開
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
文
化

の
定
義
」
（
第
八
節
）
は
、
要
約
す
る
に
、
6
文
化
を
無
機
界
お
よ
び
有
機
界
か

ら
匠
別
す
る
特
質
、
⇔
人
間
を
人
間
以
外
の
動
物
界
か
ら
匠
別
す
る
標
識
と
し

て
の
特
質
の
二
つ
の
貼
に
集
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
七

七
頁
）
。
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と
こ
ろ
で
、
全
人
類
的
な
見
透
し
を
背
景
に
も
つ
亘
覗
的
な
科
學
と
し
て

の
、
著
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
つ
た
文
化
人
類
學
の
構
圖
は
、
そ
の
論
文
（
文
化

人
類
學
問
答
）
の
嚢
表
後
二
年
に
し
て
、
技
術
・
償
値
・
吐
會
・
言
語
の
四
つ

の
範
鳴
分
類
に
よ
る
や
や
具
髄
的
な
展
開
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

橡
討
に
便
い
す
る
多
く
の
重
要
な
問
題
融
が
み
ら
れ
る
が
、
著
者
の
い
う
「
後

日
の
文
化
論
の
た
め
の
序
説
的
畳
え
書
」
以
上
の
も
の
が
く
み
と
ら
れ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
四
つ
の
範
疇
に
つ
い
て
疑
義
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
四
つ
の
範
疇
の
操
作
的
な
惟
格
と
そ
の
意
義

に
つ
い
て
理
解
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
の
「
杜
會
」
の
概
念
に
よ
つ
て

著
者
は
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
融
、
不
明
確
な
ま
ま
放
置

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
枇
會
あ
る
い
は
社
會
關
係
あ
る
い
は
肚
會

成
員
相
互
の
關
係
と
い
う
こ
と
ば
で
、
人
間
と
人
間
の
箪
位
的
結
合
を
意
味
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
「
吐
會
も
ま
た
言
語
と
同
様
に
、
あ
る
程
度
ま
で
そ

れ
自
雌
の
構
造
の
中
に
自
律
的
な
蓮
動
法
則
を
も
つ
．
こ
と
が
謹
明
さ
れ
よ
う
と

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

し
て
い
る
が
、
文
化
の
全
騰
構
造
と
の
關
係
に
お
い
て
は
、
肚
會
も
言
語
も
、

む
し
ろ
按
術
と
便
値
の
爾
面
に
封
感
し
つ
つ
、
こ
の
爾
者
を
一
個
の
組
織
に
統

合
す
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
…
…
」
（
五
九
頁
・
六
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
人

間
の
具
燈
的
集
團
と
し
て
の
結
合
箪
位
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
贋

値
と
技
術
の
統
合
的
關
係
を
擢
う
、
そ
の
捲
い
手
と
し
て
の
機
能
の
面
を
意
味

し
て
い
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
論
文
の
三
年
以
前
に
稜
表
さ
れ

た
「
唯
物
史
観
と
文
化
人
類
學
」
の
な
か
の
（
吐
會
に
つ
い
て
V
の
項
目
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
る
　
　
も

い
て
、
「
相
互
關
係
に
あ
る
個
盟
の
構
威
す
る
薩
會
莫
團
そ
れ
自
盤
は
、
人
類

に
の
み
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
類
が
人
類
に
の
み
特
有
な
文
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

形
成
す
る
た
め
の
敏
く
こ
と
の
で
き
な
い
㎞
つ
の
基
礎
的
な
條
件
と
な
つ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
リ
　
　
ヤ
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ち
　
　
ち
　
　
ら

の
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
は
、
文
化
以
前
す
な
わ
ち
人
類
以
前
の
段
階
に
つ
ら

な
る
も
の
で
あ
る
」
（
傍
鮎
筆
者
一
八
一
頁
）
と
の
べ
、
肚
會
講
造
そ
れ
自
騰
の

自
律
的
な
汎
時
的
な
蓮
動
法
則
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
そ
の
法
則
性
の
根
擦
は
、

　
も
　
へ
　
め
　
い
　
ヨ
　
う
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ち
　
ら
　
ヤ
　
セ
　
う
　
せ
　
ち
　
じ
　
り
　
じ
　
も
　
ち
　
ロ

文
化
以
前
の
次
元
に
お
け
る
生
物
と
し
て
の
普
遍
的
な
人
間
生
活
の
中
に
横
た

わ
つ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
傍
黙
筆
者
一
八
一
頁
）
と
の
べ
て
い
る
。

相
互
に
關
係
す
る
個
人
の
集
團
と
し
て
の
吐
會
そ
の
も
の
は
、
「
む
し
ろ
《
純
粋

吐
會
V
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
を
文
化
の
概
念
か
ら
旺
別
し
、
人
類
文
化
の

　
　
　
　
　
む
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
リ

全
盟
構
邉
の
骨
格
な
い
し
循
環
系
統
と
し
て
の
そ
の
機
能
を
検
討
せ
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
傍
鮎
筆
者
一
八
二
頁
）
と
も
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

著
者
の
考
え
方
の
遍
歴
か
ら
推
測
す
る
に
、
吐
會
と
い
う
こ
と
ば
は
、
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
　
（
一
二
六
三
）
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紹
介
と
批
舗

生
物
と
し
て
の
人
閥
の
ム
レ
（
コ
ソ
・
、
、
ユ
昌
テ
ィ
ー
）
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
軍
な
る
生
物
學
的
な
ム
レ
が

便値と

茨
術
の
統
合
的
關
係
を
猪
う
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
の
次
元
の
分
析
に

お
い
て
果
し
て
ど
れ
だ
け
の
重
要
な
意
義
を
掘
う
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
鮎
、

理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
丈
化
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
『
論
孜
』
に
お
い
て
も
別
の
覗
角
か
ら
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
肚
會
が
動
物
の
枇
會
か
ら
琿
別
さ
れ
る
の
は
一
に
か
か

つ
て
象
徴
髄
系
の
有
無
に
あ
る
と
い
う
大
前
提
か
ら
、
人
類
の
象
徴
化
機
能
を

大
臓
生
理
の
解
剖
學
的
根
撮
に
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
つ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
の
原
理
的
な
愛
當
性
は
承
認
さ
れ
る
と
し
て
も
、
大
謄
皮
質
の
解
剖
學
的

知
見
は
、
そ
の
專
攻
領
域
に
お
い
て
す
ら
い
ま
だ
多
く
の
未
嚢
見
の
分
野
を
残

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
專
門
家
で
も
な
い
一
民
族
學
者
た
る
著
者

に
よ
つ
て
大
謄
不
敵
な
臆
読
に
お
き
か
え
ら
れ
、
「
勿
論
か
か
る
見
解
は
、
到

底今日

の
科
學
に
於
て
實
謹
出
來
る
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
作
業
假
読
の
範

團
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
か
か
る
臆
説
が
受
容
さ
れ
る
と
す
れ
ば
…
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…
文
化
相
封
主
義
の
解
剖
學
的
根
撮
も
、
民
族
と
人
種
の
交
叉
鮎
も
こ
の
あ
た

り
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
…
…
云
々
」
と
い
つ
た
鬼
面

人
を
威
す
式
の
論
議
に
出
く
わ
す
に
い
た
つ
て
は
、
讃
者
は
唯
々
あ
き
れ
る
の

外
は
な
い
。
そ
の
論
法
で
ゆ
く
と
、
狼
義
の
文
化
と
著
者
が
説
明
す
る
「
民
族

文
化
」
は
脳
の
覗
床
部
に
、
技
術
、
物
質
文
明
ぱ
大
脳
の
皮
質
部
に
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
八
　
　
　
　
　
（
一
二
轟
ハ
四
）

れ
の
解
剖
學
的
座
を
も
つ
と
主
張
す
る
よ
う
に
も
な
る
（
二
一
四
頁
）
。
そ
の
場

合
の
文
化
と
文
明
の
定
義
づ
け
も
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
大
雑
把

な
大
　
生
理
學
的
知
識
を
無
造
作
に
も
ち
出
す
融
に
、
著
者
の
科
學
者
と
し
て

の
見
解
が
疑
わ
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

學
論
紹
介
と
そ
の
展
開

　
『
基
本
問
題
』
に
お
い
て
は
、
肚
會
の
集
團
的
次
元
、
構
造
の
面
を
強
調
す

る
立
場
性
か
ら
し
て
、
吐
會
集
團
の
基
本
的
箪
位
と
し
て
の
全
人
類
的
な
普
逓

性
を
も
ち
、
ま
た
肚
會
人
類
學
の
領
域
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
も
な
つ
て
い
る

「
親
族
禦
團
」
に
闘
し
て
、
そ
の
詳
細
な
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
を
と
り
あ
げ
て
い
る

の
は
、
別
段
奇
と
す
る
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
と
し
て

ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
、
マ
ー
ド
ッ
ク
の
二
人
の
著
名
な
學
者
の
所
論
を
中

心
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
タ
ー
ミ
ノ
¢
ジ
ー
の
紹
介
に
は
、
紹
介
以
上
の
新
し
い

観
融
は
見
當
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
紹
介
と
い
え
ば
、
次
の
「
小
地
域
吐
會
」

の
論
文
こ
そ
、
レ
ツ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
の
「
農
民
吐
會
と
文
化
」
お
よ
び
「
小
地

域瀧會」の

二
つ
の
著
作
の
丹
念
な
紹
介
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
は
驚
か
さ

れ
る
。
外
國
文
献
を
い
ち
早
く
紹
介
す
る
論
文
は
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
意
味

の
あ
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
わ
が
國
の
風
土
に

植
附
け
る
た
め
の
、
そ
の
準
備
と
心
構
え
が
必
要
な
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
の

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
文
化
焦
貼



読
」
の
紹
介
を
中
心
と
し
た
「
文
化
塑
動
」
の
論
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
融
、

同
じ
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
5
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
紹
介
を
中
心
と
し
た
も
の
と
は
い
え
、
親
族
集
團
か
ら
小

地
域
吐
會
、
文
化
攣
動
へ
と
覗
融
を
擾
大
し
て
い
く
著
者
の
意
欲
的
な
活
動
に

ぼ
、
注
目
す
ぺ
き
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
序
読
』
に
お
い
て
は
、
互
覗
的
な
「
人
類
文
化
の
科
學
」
の
樹
立
を
目
指

す
そ
の
立
場
性
か
ら
し
て
、
「
未
開
民
族
と
原
始
文
化
」
に
お
け
る
遊
動
探
取
狩

猶
民
、
定
住
探
取
狩
猟
民
、
塊
茎
栽
培
民
、
穀
物
栽
培
民
、
遊
牧
民
族
の
各
々

の
生
活
の
昆
族
誌
學
的
資
料
の
醗
列
や
、
「
氏
族
制
時
代
論
」
に
お
け
る
歴
史

的
復原の

根
擦
と
し
て
の
現
在
民
族
學
の
水
準
と
状
況
を
問
題
と
し
て
い
る
の

は
、
け
だ
し
當
然
の
成
行
と
い
え
よ
う
。
文
化
史
的
民
族
學
の
系
譜
に
つ
な
が

る
薯
者
の
關
心
は
、
さ
ら
に
「
世
界
史
と
文
化
人
類
學
」
の
論
文
に
お
い
て
、

歴
史
學
と
文
化
人
類
學
の
封
決
、
そ
の
接
謡
、
お
よ
び
函
者
の
統
合
的
研
究
の

必
要
性
に
向
つ
て
い
る
。
歴
史
の
記
述
と
文
化
の
分
析
は
、
互
に
他
を
前
提
と

し
相
互
に
規
定
し
合
う
關
係
に
あ
る
と
い
う
蔑
鮎
か
ら
、
世
界
史
的
な
蓮
績
的

全
膿
、
つ
ま
り
、
先
史
f
歴
史
ー
世
界
史
、
の
各
段
階
に
た
い
す
る
文
化
人
類

學
の
稜
言
と
そ
の
意
義
と
を
組
織
的
に
と
り
あ
げ
、
ま
た
、
文
化
人
類
學
の
側

に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
關
心
（
丈
化
史
的
研
究
）
と
現
在
的
關
心
（
機

能
主
義
的
碕
究
）
と
の
封
置
を
め
ぐ
る
論
議
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
人
類
文
化
の
全
髄
像
の
も
と
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
と
現
在
的
と
を
匿
別
す

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
こ
と
自
盤
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
過
程
と
切
り

離
し
得
な
い
文
化
の
一
般
的
プ
召
セ
ス
の
究
明
を
目
的
と
す
る
現
在
的
研
究

は
、
當
然
、
歴
史
的
過
程
の
研
究
を
間
題
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
著
者
の
最
近
の
思
索
の
奈
邊
に
あ
る
か
が
伺
わ
れ
て
興
味
深
い
も
の
が
多

い
。
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
現
在
的
と
歴
史
的
の
封
置
の
問
題
は
、
か
つ
て
、
わ
が

國
の
民
族
學
界
、
人
類
學
界
の
論
議
を
よ
ん
だ
も
の
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
著
者
の
綜
合
的
観
鮎
は
、
さ
ら
に
文
化
の
構
逡
と
人
間
性
の
問

題
を
め
ぐ
る
「
唯
物
史
観
と
文
化
人
類
學
」
、
「
人
類
學
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
、
現
代
文
明
の
危
機
と
不
安
を
と
り
あ
げ
る
文
明
批

許
に
ま
で
嚢
展
す
る
。
人
類
學
者
が
文
明
批
評
や
哲
學
的
文
化
理
論
に
手
を
染

め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
5
論
議
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
封
し
て
著
者
は
「
．
．
…
・

だ
が
、
お
よ
そ
本
格
的
な
學
問
に
取
り
組
む
學
者
が
、
自
己
の
專
門
と
す
る
科

學
が
科
學
と
し
て
成
立
し
5
る
根
撮
に
つ
い
て
反
省
し
な
い
で
お
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
」
（
四
頁
）
と
そ
の
立
場
を
明
白
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
の

著
者
の
反
省
は
、
「
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
普
遍
の
共
通
性
が
、

全
人
類
史
を
通
じ
て
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
つ
て
い
る
こ
と
を
雨
提
と
す
る
」

（
一
七
二
頁
）
人
間
蔑
、
歴
史
饒
に
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ソ
ス
と
し
て
の
人
類
の
立
場
、
ヒ
4
ー
マ
ソ
な
る
も
の
、
あ
る

い
は
㎝
、
人
間
性
」
そ
の
も
の
の
存
在
を
假
定
し
そ
の
存
在
の
賓
在
を
楕
信
し
て

そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
人
類
の
畿
展
進
歩
の
方
向
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
（
一
二
六
匠
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
舗

こ
の
よ
5
な
考
え
方
は
、
ま
た
、
著
者
の
意
味
す
る
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の

考
え
方
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
人
類
に
お
け
る
普
遍

性
、
す
な
わ
ち
「
人
間
性
」
の
存
在
を
根
撮
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
人
闘
性
」
を
め
ぐ
る
人
類
學
上
の
論
議
に
は
、
生
物
”
遺

傳
的
な
純
梓
に
生
理
鵜
心
理
的
な
ブ
ロ
セ
ス
の
全
人
類
的
な
一
檬
性
を
認
め
る

以
上
に
、
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
も
ろ
も
ろ
の
文
化
的
次
元
の
現
象
に
ま
で
そ
の

一
檬
性
を
櫨
大
す
べ
き
か
否
か
で
、
鋭
い
意
見
の
射
立
が
み
ら
れ
る
。
（
こ
の

貼
起
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
丈
化
人
類
學
に
お
け
る
比
較
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
」

法
學
研
究
第
三
〇
巻
第
一
〇
號
、
昭
和
三
十
二
年
六
月
を
参
照
さ
れ
た
し
。
）

　
と
く
に
、
人
類
に
普
蓬
の
債
値
規
準
が
賓
謹
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
れ
ま
で
の

文
化
の
相
封
性
理
論
を
中
心
と
す
る
問
題
を
、
人
間
性
の
存
在
を
假
定
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
克
服
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
顯
に

つ
い
て
著
者
は
、
家
の
よ
う
な
表
現
を
や
や
晴
中
撲
索
の
型
で
用
い
て
い
る
。

　
　
「
…
…
も
し
丈
化
が
あ
く
ま
で
相
封
的
な
も
の
と
す
れ
ば
、
人
類
に
普
遍
の

　
債
値
の
規
準
と
い
う
も
の
も
な
け
れ
ぱ
、
ま
た
お
よ
そ
異
民
族
同
士
が
相
互

　
に
理
解
し
共
感
し
う
る
た
め
の
、
共
通
の
公
分
母
的
な
基
盤
も
存
在
し
え
な

　
い
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
o
」
（
一
八
八
頁
）

　
　
「
…
…
い
か
な
る
吐
倉
集
團
も
そ
の
秩
序
を
保
持
す
る
た
め
の
規
範
を
有
し

　
反
鮭
脅
的
行
爲
に
封
す
る
制
裁
の
手
段
を
も
つ
。
…
…
こ
の
よ
う
な
規
範
を

　
猪
つ
て
ゆ
け
ば
、
人
類
に
普
遍
の
償
値
を
實
謹
し
う
る
か
と
思
わ
れ
る
。
」

＝
一
〇

（
一
二
ゐ
ハ
山
ハ
）

（
一
八
九
頁
）

「
倫
理
的
規
範
ば
か
り
で
な
く
、
論
理
の
型
式
や
美
的
僕
値
の
判
定
に
お
い

て
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
共
通
し
た
規
準
の
存
在
す
る
こ
と
が
實
瞼
的

に
讃
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
（
一
八
九
頁
）

「
わ
れ
軌
れ
が
、
た
と
え
ば
す
ぐ
れ
た
婆
術
作
晶
や
世
界
的
な
古
典
に
封
し

時
代
を
超
え
、
民
族
を
超
え
た
共
感
を
よ
び
さ
ま
さ
れ
る
と
い
う
事
實
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
む

こ
の
よ
う
な
人
類
普
遍
の
生
活
感
情
1
ー
究
極
的
に
は
人
間
性
ー
に
根
ざ

し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o
」
（
一
八
九
頁
）

「
科
學
的
に
そ
の
存
在
を
謹
明
さ
れ
た
人
間
性
の
解
放
こ
そ
は
、
少
く
と
も

現
代
世
界
に
あ
つ
て
、
す
べ
て
の
人
類
の
承
認
を
求
め
う
る
、
普
遍
委
當
的

な
、
歴
史
に
お
け
る
客
観
的
な
進
歩
の
方
向
を
意
味
す
る
も
の
と
信
じ
る
。
」

（
一
九
四
～
五
頁
）

「
私
が
先
に
、
『
少
な
く
と
も
現
代
世
界
に
あ
つ
て
』
す
べ
て
の
人
類
の
承
認

を
求
め
う
る
普
遍
要
嘗
的
な
進
歩
の
規
準
と
し
て
提
唱
し
た
人
間
性
の
解
放

へ
の
方
向
な
る
も
の
も
、
た
と
え
ば
週
去
数
千
年
に
わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
丈
化

に
、
償
値
評
償
の
規
準
と
し
て
事
實
上
認
め
ら
れ
て
い
た
と
は
云
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
偵
値
に
關
す
る
か
ぎ
り
、
丈
化
の
相
封
性
理
論

は
ど
こ
ま
で
も
歪
し
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
一
九
六
頁
）

　
「
人
間
性
に
先
ん
じ
て
善
悪
の
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
善
悪
の
最
大

公
約
数
的
な
規
準
を
な
す
も
の
が
、
す
な
わ
ち
人
間
性
に
外
な
ら
な
い
…



　
．
こ
（
二
〇
六
頁
）

　
以
上
の
よ
う
な
文
章
に
表
現
さ
れ
る
噺
片
的
な
内
容
か
ら
、
果
し
て
生
物
騨

遺
傳
的
、
生
理
”
心
理
的
ブ
ロ
セ
ス
の
桶
檬
性
以
外
の
丈
化
の
次
元
に
お
け
る

具
燈
的
な
人
類
の
一
檬
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
文
化
の
相
封
性
理
論
を
克
服
す
る
に
充
分
な
根
披
を
そ
れ
ら
の
文
章
か
ら

鼓見出

來
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
融
が
間
題
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
人
間
性
の

存
在
を
科
學
上
の
操
作
と
し
て
假
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
性
の
存
在
を
「
要
請
」

と
し
て
前
置
す
る
立
場
は
、
そ
の
非
存
在
を
「
要
講
」
と
し
て
前
置
す
る
立
場

と
、
同
檬
の
相
封
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意

味
で
、
人
間
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
著
者
の
立
場
か
ら
の
究
明
は
、
す
で
に

充
分
に
成
功
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
著
者
の
い

う
よ
う
に
「
現
代
の
よ
5
に
異
文
化
間
の
國
際
的
交
流
の
進
ん
だ
時
代
に
お
い

て
は
、
人
類
が
自
己
を
起
り
う
べ
き
破
局
か
ら
救
う
た
め
に
も
、
す
べ
て
の
人

間
の
承
認
を
求
め
5
る
何
ら
か
の
普
遍
的
贋
値
の
規
準
を
見
出
す
こ
と
は
、
鈴

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ゐ

要
で
も
あ
れ
ば
可
能
で
も
あ
る
と
考
え
る
」
（
傍
霜
筆
者
一
九
六
頁
）
と
い
う
融

に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
を
だ
れ
し
も
が
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
根
擦
に
人
間
性
の
存
在
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
當

爲
と
存
在
を
混
同
す
る
科
學
上
の
論
理
の
飛
躍
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
む
し
ろ
、
現
代
の
諸
民
族
や
諸
國
家
が
長
期
に
わ
た
る
内
部
の
闘

　
　
　
　
紹
介
と
批
簿

雫
と
融
合
の
過
程
か
ら
成
立
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
人
類
に
お
け
る
便
値
の
相

封
性
も
、
長
期
に
わ
た
る
こ
れ
か
ら
の
全
人
類
的
な
文
化
的
接
腸
の
遍
程
を
へ
、

相
互
の
な
し
く
ず
し
的
な
融
合
の
過
程
を
へ
て
克
服
さ
れ
る
と
い
う
鮎
に
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
そ
の
間
に
一
時
的
な
葛
藤
・
闘
雫
の
過
程

が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
歴
史
的
な
時
間
の
長
さ
に
お
い
て
そ
う
な
る
の
で
は

な
か
ろ
5
か
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
個
々
の
人
間
の
相
封
的
便
値
規
範
が
國
家

と
い
う
枠
の
な
か
で
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
文
化
の
相
封
的
贋
値

規準も

人
類
と
い
5
世
界
共
同
騰
の
枠
の
な
か
で
承
認
さ
れ
る
方
向
に
進
む
も

の
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
賓
謹
さ
れ
ざ
る
普
遍
妥
當
的
な
人
間
性
の
存
在

を
前
置
す
る
よ
り
も
、
現
代
文
明
の
激
烈
な
交
流
過
程
に
芽
ば
え
つ
つ
あ
る
、

　
　
　
　
　
つ
　
　
ヨ
　
　
ち
　
　
う
　
　
ち
　
　
ヨ
　
　
リ

そ
の
新
し
い
共
通
な
何
も
の
か
を
蟄
見
し
よ
う
と
す
る
科
學
者
の
努
力
に
こ

そ
、
文
化
人
類
學
の
學
問
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
融
に
、
哲
學
的
な
文
明
批
許
と
科
學
的
な
文
明
分
析
の
分
岐
貼
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
論
致
』
に
お
い
て
は
、
マ
ル
キ
シ
メ
ム
の
哲
學
に
立
脚
す
る

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
人
類
學
界
の
近
況
」
お
よ
び
「
民
族
學
に
お
け
る
民
族
主
義

と
世
界
主
義
ー
ポ
チ
ェ
ー
ヒ
ソ
の
理
論
を
中
心
と
し
て
i
」
の
二
つ
の
論

文
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
方
面
の
事
情
に
暗
い
わ
が
國
の
人
類
學
界
に

封
し
、
右
の
二
つ
の
論
文
は
貴
重
な
紹
介
の
笏
を
果
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

う
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
人
類
學
に
お
け
る
民
族
學
、
民
族
誌
學
、
考
古
學
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
　
　
　
　
（
一
二
六
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

の
學
間
騰
系
、
そ
の
政
治
的
立
場
性
、
問
題
領
域
、
そ
の
研
究
成
果
等
、
最
近

の
状
溌
を
理
解
す
る
に
極
め
て
便
利
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
編
の
外
に
、
「
褒
覧
論
の
再
吟
味
」
の
論
文
も
攻
録
さ
れ
て
い
る

が
、
も
と
も
と
人
文
地
理
學
の
領
域
で
饗
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
の
で
、
文
化

人
類
學
の
領
域
に
お
い
て
は
、
別
段
、
新
し
く
問
題
と
す
る
ほ
ど
の
内
容
が
も

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
環
境
論
に
關
す
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
そ

の
他
の
最
近
の
業
績
に
謁
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
の
資
料
の
古
さ
か
ら
い
つ

て
も
、
ま
た
断
片
的
な
紹
介
に
終
つ
て
い
る
黙
か
ら
し
て
も
、
果
し
て
著
者
が

い
う
よ
う
に
後
進
の
學
徒
に
た
い
し
再
録
の
意
義
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
す
こ

ぶ
る
疑
間
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
日
本
肚
倉
の
問
題

文
化
と
肚
會
の
比
較
研
究
を
め
ざ
す
人
類
學
の
基
本
方
針
か
ら
し
て
、
わ
が

國
の
人
類
學
者
が
日
本
の
文
化
と
肚
會
に
非
常
な
關
心
を
梯
つ
て
い
る
の
は
、

こ
こ
に
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
で
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
性
か
ら
す
る
種
々
の
研
究
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま

た
事
賀
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
『
基
本
間
題
』
に
お
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
肚
會
の
構
造
面
に
重
貼
を

お
く
そ
の
立
場
性
か
ら
、
「
日
本
肚
會
の
基
礎
的
構
蓬
と
も
い
う
ぺ
き
同
族
」
に

つ
い
て
の
研
究
が
、
日
本
吐
會
の
構
造
分
析
の
た
め
に
不
可
峡
の
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
　
　
（
一
二
山
ハ
八
）

と
さ
れ
て
い
る
。
同
族
組
織
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
わ
が
國
の
吐
會

學
者
の
間
で
と
り
あ
げ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
同
族
砺
究
に
つ
い
て
の
學
史
的

評
便
に
賜
れ
、
そ
の
上
に
立
つ
て
、
同
族
の
も
つ
吐
會
的
機
能
を
、
e
紹
濟
的

共
同
、
⇔
地
域
的
共
同
、
⑫
塞
教
的
共
同
、
㊨
冠
婚
葬
祭
に
お
け
る
共
同
、
の

以
上
四
つ
の
共
同
事
項
の
面
か
ら
槍
討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
族
組
織
と
密

接
な
關
蓮
を
も
つ
親
分
子
分
關
係
に
も
謁
れ
、
「
本
家
の
分
家
に
封
す
る
保
護
、

分
家
の
本
家
に
封
す
る
奉
仕
の
開
係
が
、
同
族
と
同
族
の
間
、
個
人
と
個
人
と

の
間
の
關
係
に
蹟
大
さ
れ
た
も
の
が
、
親
分
・
子
分
關
係
で
あ
つ
て
、
保
護
奉

仕
關
係
、
相
互
扶
助
の
關
係
の
基
本
的
な
構
造
は
爾
者
に
共
通
で
あ
る
」
（
六
八

頁
）
と
結
ん
で
い
る
。
機
能
主
義
に
立
つ
溢
會
人
類
學
の
方
法
を
利
用
し
た
同

族
研
究
の
目
的
と
意
義
は
、
こ
の
論
文
か
ら
充
分
に
要
當
に
理
解
さ
れ
、
許
便

さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
『
序
説
』
の
方
に
お
い
て
は
、
す
で
に
「
河
童
駒
引
考
」
（
一
九
四
八

年
）
、
「
桃
太
郎
の
母
」
（
一
九
五
六
年
）
を
嚢
表
し
た
著
者
の
文
化
史
的
民
族
學

の
立
場
、
あ
る
い
は
「
世
界
史
と
文
化
人
類
學
」
に
組
織
的
に
展
開
さ
れ
た
著

者
自
身
の
立
場
か
ら
、
日
本
古
代
の
氏
族
制
度
；
わ
が
國
の
建
國
と
紀
元
を

め
ぐ
る
問
題
！
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
人
類
文
化
史
的

な
廣
い
覗
野
か
ら
、
氏
族
杜
會
の
構
造
と
動
態
、
そ
の
形
成
と
崩
壊
を
多
べ
の

民
族
誌
學
的
資
料
か
ら
跡
づ
け
、
さ
ら
に
モ
ル
ガ
ン
が
か
つ
て
指
摘
し
た
歴
史

的
記
録
に
残
る
ギ
リ
シ
ヤ
、
ロ
ー
マ
、
ケ
ル
ト
人
、
ゲ
ル
マ
ソ
人
、
ア
ス
テ
カ



族
、
イ
ソ
カ
、
中
國
の
各
氏
族
制
度
の
間
題
を
再
び
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
、
日

本
古
代
肚
會
の
護
展
段
階
に
關
す
る
諸
解
羅
に
關
し
、
「
個
人
の
血
縁
集
團
を
結

ぶ
結
合
原
理
に
つ
い
て
は
、
交
化
に
よ
り
、
多
種
多
様
の
形
式
が
あ
り
え
た
も

の
と
推
定
す
る
ほ
か
な
く
、
母
系
肚
會
か
ら
父
系
枇
會
へ
と
い
う
箪
純
な
一
線

的
進
化
の
系
列
や
、
氏
族
共
同
盟
の
中
で
は
、
家
族
の
機
能
も
存
在
も
あ
り
え

な
か
つ
た
と
い
う
所
読
な
ど
は
、
と
う
て
い
こ
れ
を
背
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
（
一
四
六
頁
）
と
い
つ
た
具
合
に
、
現
在
の
民
族
學
の
水
準
か
ら
す
る
歴
史

髪
の
寄
讐
、
そ
の
目
的
、
嚢
、
限
界
等
を
論
じ
て
い
る
．
蟹
覆
原

の
根
擦
と
し
て
の
現
在
民
族
學
の
水
準
と
状
況
、
お
よ
び
歴
史
學
と
人
類
學
の

統合

砺究の

必
要
性
を
張
調
す
る
、
そ
の
具
騰
的
な
｝
例
と
し
て
興
味
深
い
も

の
が
多
い
と
い
え
よ
う
。

　
『
論
孜
』
に
お
い
て
は
、
著
者
の
い
う
「
下
か
ら
の
人
間
學
」
と
し
て
の
人

類
學
の
立
場
か
ら
、
文
化
人
類
學
諸
學
派
の
方
法
を
簡
翠
に
紹
介
、
批
判
し
な

が
ら
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
女
史
の
「
菊
と
刀
」
、
エ
ム
ブ
リ
ー
の
「
須
惑
村
」
の
爾
者

の
見
解
を
比
較
し
つ
つ
、
日
本
文
化
の
範
型
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
間
題
を
と
り

あ
つ
か
つ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
か
つ
て
わ
が
國
の
そ
の
方
面
の
專
門
學
者

の
間
で
種
々
の
論
議
を
よ
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
著
者
は
著
者
自
身
の
立
場
か

ら
再
び
こ
の
間
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
人
類
學
の
專

門
誌
以
外
の
も
の
に
獲
表
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、
著
者
の
方
法
論
的
探
索
は

簡
略
に
過
ぎ
充
分
に
理
解
さ
れ
な
い
貼
が
多
い
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

民
族
誌
學
的
研
究

　
『
基
本
問
題
』
に
お
い
て
毫
灘
の
「
ア
タ
イ
ヤ
ル
族
の
杜
會
欝
成
」
、
『
論

致
』
に
お
い
て
は
「
セ
イ
ロ
ン
島
の
昆
族
と
文
化
」
お
よ
び
「
東
部
イ
ソ
ド
ネ

シ
ア
に
お
け
る
セ
ラ
ソ
島
の
融
會
組
織
」
、
が
そ
れ
ぞ
れ
攻
録
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は
、
著
者
自
身
の
手
に
な
る
現
地
調
査
を
主
隆
と
し
、
家
族
、
親
族
集

團
、
祭
祀
團
燈
、
共
食
團
膣
、
土
地
共
同
所
有
髄
、
蕃
肚
及
び
蕃
族
蓮
合
の
各

集
團
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
綿
密
な
記
述
と
分
析
を
と
も
な
5
、
肚
會
組
織
全

般
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
貴
重
な
資
料
と
し
て
高
く
許
便
さ
れ
て
い
る
。
後
者

は
、
主
と
し
て
各
國
の
文
献
資
料
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
、
種
族
に
關

す
る
詳
細
な
民
族
誌
學
的
研
究
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
こ
の
方
面
の
研
究
者
に

と
つ
て
は
、
同
様
に
得
難
い
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
お
わ
り
に

　
人
間
の
肚
會
と
文
化
を
解
明
す
る
努
力
は
、
人
類
學
に
限
ら
ず
人
文
科
學
、

肚會

科
學
の
全
般
に
わ
た
つ
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
も
ま
た
く
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
明
に
際
し
て
の
基
本
的

方
針
に
如
何
に
多
く
の
多
様
性
が
み
ら
れ
る
か
は
、
か
え
つ
て
、
こ
の
よ
う
な

努力の

如
何
に
困
難
が
伴
う
か
を
物
語
る
、
何
よ
り
も
雄
癖
な
鐙
擦
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
と
人
類
學
の
領
域
に
限
つ
て
み
て
も
、
い
ま
ま
で
に
考
察
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
　
（
一
二
六
九
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

て
き
た
よ
う
に
、
決
し
て
箪
一
の
季
板
な
道
を
歩
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
基
本
問
題
』
の
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
杜
會
人
類
學
の
立
場
に
近
く
わ
が
國

肚會馨界に

お
い
て
も
主
要
な
地
位
を
し
め
、
著
者
自
身
も
い
う
よ
う
に
「
肚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
も
　
　
ち
　
　
う

會
學
の
畑
に
育
つ
た
著
者
の
枇
會
人
類
學
頭
に
は
、
何
と
い
つ
て
も
砒
會
學
的

り
　
　
り

偏
り
が
抜
け
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
傍
黙
筆
者
二
頁
）
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、
そ
の
文
化
と
祉
會
の
解
明
の
方
法
に
、
枇
會
學
と
肚
會
人
類
學
と
の
爾
者

の
間
の
限
界
領
械
的
な
特
殊
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
反
し
『
序
説
』
の
著
者
は
、
戦
前
か
ら
の
ウ
イ
ン
學
瀕
に
馬
す
る
文

化
史
的
民
族
學
に
深
い
造
詣
を
し
め
し
、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
文
化
人
類
學
の
意

欲
的
な
振
取
・
統
合
を
試
み
て
い
る
が
、
「
…
…
ま
だ
若
い
新
し
い
、
い
わ
ば

生
成
期
に
あ
る
科
學
の
中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
學
者
が
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
の
異
つ
尭
見
解
を
抱
い
て
い
る
」
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
科
學
の
一

つ
で
あ
る
文
化
人
類
學
と
い
う
專
門
分
野
に
つ
い
て
の
、
著
者
自
身
の
一
つ
の

イ
メ
ー
ジ
を
そ
こ
鰭
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
「
全
盟
と
し
て
の
人
類
文
化
の
科

學」と

規
定
さ
れ
た
文
化
人
類
學
の
あ
り
方
に
封
す
る
著
者
個
人
の
理
想
像
で

は
、
「
現
代
に
お
け
る
こ
の
學
問
の
中
心
的
な
諸
課
題
と
そ
の
解
繹
の
方
向
」
を

で
き
る
だ
け
髄
系
立
て
て
説
明
で
き
る
よ
う
、
努
力
が
挑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
「
人
類
學
は
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
、
古
來
の
哲
學
者
の
根

本
課
題
を
引
き
つ
い
だ
綜
合
科
學
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
四
頁
）
と
い
う
目
的
意

識
が
、
つ
ね
に
こ
の
著
者
の
背
後
匿
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
藩
者
の
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こ
の
よ
う
な
理
想
像
は
、
す
で
に
ウ
イ
ン
學
派
、
ア
メ
リ
カ
學
派
と
い
つ
た
國

境
に
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
國
際
的
な
観
野
の
も
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と

い
つ
て
も
決
し
て
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
論
致
』
の
著
者
は
、
「
私
は
文
化
人
類
學
專
攻
の
一
學
徒
と
し
て
の
久
し

き
に
わ
た
る
研
究
活
動
の
成
果
を
集
成
し
、
『
人
類
學
的
文
化
像
』
と
題
し
て
、

不
遠
、
上
梓
す
る
豫
定
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
れ
に
も
れ
た
若
干
の
論
文
を
一

雀
の
書
物
に
纒
め
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
一
部
は
專
門
の
難
誌
に
、
】
部
は
綜

合
雄
誌
に
嚢
表
し
た
も
の
で
、
い
さ
さ
か
學
俗
混
濤
の
嫌
い
が
あ
る
が
：
・
．
．
．
」

（
二
～
三
頁
）
と
こ
と
わ
つ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
著
書
の
蜥
片
的
な
諸
論
文
か

ら
理
解
し
よ
5
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
著
者
の
意
圖
は
は
な
は
だ
誤

解
さ
れ
易
い
危
陰
に
階
る
か
も
兜
れ
な
い
。
し
か
し
、
量
子
生
物
學
や
大
綴
生

理
學
上
の
知
見
に
著
者
の
い
う
「
綜
合
人
類
學
」
の
接
黙
を
求
め
よ
う
と
す
る

傾
向
は
、
別
の
意
味
で
、
い
ま
さ
ら
新
奇
な
試
み
で
は
な
い
と
し
て
も
注
日
に

便
す
る
方
向
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
同
じ
文
化
人
類
學
あ
る
い
は
肚
會
人
類
學
の
名
構
の
も
と
に
、
こ
れ
ほ
ど
の

種
々
さ
ま
ざ
ま
の
考
え
方
が
威
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
、
奇
異
に
感
じ

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
序
読
』
の
著
者
も
い
う
よ
う
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
自

ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
こ
れ
ら
の
名
を
冠
し
た
學
問
の
封
象
や
目
標
に
封
し
て
描

く
の
は
、
各
學
者
の
自
由
で
あ
る
」
（
一
頁
）
こ
と
は
間
蓮
い
な
く
、
「
な
に
も

偏
狭
な
の
れ
ん
や
縄
張
り
の
意
識
か
ら
、
自
己
の
そ
れ
と
異
な
る
學
問
名
穰
の



用
い
方
を
目
の
敵
に
し
て
妨
害
を
試
み
な
く
て
も
、
堂
々
と
所
信
を
披
歴
し
合

う
百
家
争
鳴
の
う
ち
に
、
學
界
の
公
正
な
良
識
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
麟
す
る

と
．
』
ろ
を
知
る
で
あ
ろ
う
」
（
一
頁
）
と
い
う
朴
墨
瀞
ど
い
で
か
見
識
の
う
ち

に
、
こ
の
幼
な
い
生
成
期
に
あ
る
文
化
人
類
學
の
將
來
の
饗
展
が
約
束
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
事
賓
、
『
基
本
間
題
』
の
著
者
に
し
て
も
、
あ
る
い
は

『
序
説
』
の
著
者
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
信
を
相
互
に
披
渥
し
合
う
そ
の
討

論
の
過
程
に
お
い
て
、
職
後
十
年
問
に
お
の
ず
か
ら
相
互
に
歩
み
寄
つ
て
き
た

實
績
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

　
本
稿
で
三
つ
の
著
書
を
相
互
に
比
較
し
そ
れ
ら
を
概
観
し
た
こ
と
の
意
義

が
、
そ
の
意
味
で
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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＋
時
巌
周
）

紹
介
と
批
評

一
二
五

（
噺
二
七
一
）


