
第
二
章　

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
地
方
の
民
族
識
別
に
つ
い
て 

伊
東
利
勝

は
じ
め
に

　

日
本
に
は
「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
」
問
題
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。「
在
日
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
た
「
朝

鮮
人
」
の
「
血
」
が
混
じ
っ
て
い
る
と
か
、「
カ
ム
ア
ウ
ト
」
し
た
と
か
、
し
て
い
な
い
と
か
、
な
に
し
ろ
特
別

視
す
る
。
一
人
ひ
と
り
、
人
間
は
違
う
の
に
、
同
じ
人
で
も
時
と
場
合
、
相
手
に
よ
っ
て
も
、
そ
こ
に
あ
ら
わ

れ
る
態
度
や
行
動
は
一
様
で
な
い
の
に
、
そ
の
個
人
の
考
え
方
や
行
動
様
式
や
性
格
さ
え
も
、「
朝
鮮
・
韓
国
人
」

と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

人
を
「
民
族
性
」
と
か
「
国
民
性
」
と
か
い
う
言
葉
で
識
別
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
民
族
問
題
」
の
発

生
原
因
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
」
問
題
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
論
壇
で
前
向
き
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
は
表
面
に
出
て
く
る
こ
と
な
く
、
ネ
ッ
ト
上
な
ど
で
口
汚
い
言

葉
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
最
近
で
は
い
わ
ゆ
る
「
北
朝
鮮
」
敵
視
政
策
と
か
ら
み
、
ま
す
ま
す
増
幅

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
、
民
族
問
題
は
「
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
」
に
対
し
て
の
み
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
沖
縄

や
北
海
道
の
住
民
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
、
南
米
か
ら
の
「
外
国
人
労
働
者
」
に
も
深
刻
な
問
題
を
突
き
付
け
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て
い
ま
す
。
ま
た
こ
れ
は
日
本
特
有
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
中
国
に
お
け
る
主
と
し
て
チ
ベ
ッ

ト
や
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
問
題
、
ア
メ
リ
カ
の
白
人
至
上
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
や
ム
ス
リ
ム
問

題
な
ど
、
世
界
各
国
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
特
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
冷
戦
終
結
以
後
、「
民
族
（nation

）」

や
宗
教
が
違
う
こ
と
で
い
が
み
合
い
、
血
で
血
を
洗
う
よ
う
な
争
い
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

人
格
を
も
っ
た
「
民
族
」

　

こ
れ
は
「
民
族
」
あ
る
い
は
「
人
種
」
が
、
一
つ
の
政
治
集
団
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
超
歴
史
的
に
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ

た
「
百
年
戦
争
」
を
イ
ギ
リ
ス
（
人
）
と
フ
ラ
ン
ス
（
人
）
の
争
い
と
し
た
り
、明
を
「
漢
人
」
の
王
朝
、清
を
「
満

州
人
」
の
国
家
と
す
る
な
ど
し
て
こ
れ
を
理
解
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
何
し
ろ
歴
史
の
流
れ
や
社
会
の
動
向
は
、

「
民
族
」
や
「
人
種
」
を
ア
ク
タ
ー
と
し
て
説
明
さ
れ
、
違
う
言
語
や
生
活
様
式
を
有
す
る
人
が
、
こ
れ
と
は
違

う
と
こ
ろ
で
結
び
つ
い
て
事
を
為
し
た
こ
と
に
は
注
意
が
向
け
ら
れ
ま
せ
ん
。「
民
族
（
人
種
）」
名
を
主
語
と

す
る
叙
述
は
、
現
行
の
高
校
『
世
界
史
』
教
科
書
に
も
認
め
ら
れ
、
私
た
ち
が
社
会
の
仕
組
み
や
、
会
社
や
学

校
や
家
庭
で
ぶ
つ
か
る
問
題
に
対
処
す
る
さ
い
に
も
ち
い
る
知
の
様
式
を
規
定
す
る
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

　

と
ど
の
つ
ま
り
、「
あ
い
つ
は
何
々
人じ
ん

だ
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
」
と
つ
い
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。「
日

本
人
は
仕
事
が
細
や
か
だ
」「
和
を
重
ん
じ
る
」「
謙
譲
を
美
徳
と
す
る
」、
し
か
し
、「
あ
の
人
は
何
々
人
だ
か

ら
大
ざ
っ
ぱ
で
、
い
い
加
減
な
仕
事
を
す
る
」「
自
己
の
利
益
を
臆
面
も
な
く
主
張
す
る
」「
利
に
さ
と
い
」
と
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い
う
こ
と
で
結
論
づ
け
る
。
そ
の
人
が
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
判
断
し
、
か
つ
対
応
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
民
族
問
題
つ
ま
り
人
権
侵
害
の
発
生
源
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
世
の
中
に
は
こ
う
し
た
表
現
を
補
強
す
る
情
報
に
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。
客
観
的
を
標
榜
す
る
人
文
学
研
究
も
、
火
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
結
果
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
を
「
民
族
」
や
「
国
民
」
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
そ
う
で
す
が
、
誰
で
も

普
通
に
や
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
人
間
は
「
民
族
」
ご
と
に
一
定
の
思
考
や
行
動
の
様
式
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
話

は
別
で
す
。
そ
し
て
人
間
は
、
生
来
的
に
「
民
族
」
に
対
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
帰
属
意
識
）
を
持
ち
、

本
能
的
に
こ
れ
を
も
っ
と
も
重
視
す
る
動
物
で
あ
れ
ば
、
で
す
が
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
人
種
」
や
部
族
ご
と
に

そ
の
習
性
を
観
察
し
、
体
系
化
す
れ
ば
、
個
人
が
何
を
考
え
、
感
じ
て
い
る
か
、
そ
し
て
次
に
は
ど
の
よ
う
な

行
動
に
出
る
か
、
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
何
々
族
の
歴
史
観
と
か
、
何
々
人じ
ん

の
死
生
観
を

探
る
と
し
て
、
観
察
方
法
を
改
良
し
、
そ
の
精
度
を
あ
げ
、
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
て
い
け
ば
、
そ
の
構
成
員
を
よ

り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
独
特
の
生
活
習
慣
や
言
語
の
違
い
を
、「
民
族
」
の
文

化
と
し
て
理
解
す
る
。
異
文
化
理
解
と
か
、
多
文
化
共
生
と
い
う
考
え
方
は
こ
の
よ
う
な
人
間
観
に
基
づ
い
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
ひ
と
つ
の
「
民
族
」
や
部
族
が
、
太
古
以
来
変
わ
ら
ず
に
存
在
し
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
考
え
方

で
す
。
そ
う
な
る
と
、
少
な
く
と
も
あ
る
集
団
の
核
と
な
る
部
分
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
連
綿
と
再
生
産
さ
れ
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続
け
て
き
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
称
で
あ
れ
他
称
で
あ
れ
、
ひ
と
た
び
名
前
が
つ
け
ら
れ
る

と
、
そ
の
規
模
（
人
口
）、
生
活
様
式
、
経
済
や
政
治
な
ど
が
変
動
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
魂
や
精
神
は

基
本
に
お
い
て
時
空
を
超
え
て
存
続
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
基
層
文
化
と
い
う
考
え
方

の
も
と
、
変
容
と
か
同
化
と
か
融
合
と
い
う
現
象
で
歴
史
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

真
理
の
探
究
に
非
ず

　

け
っ
き
ょ
く
こ
う
し
た
こ
と
は
、「
民
族
」
な
る
実
体
は
古
来
存
在
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
に
な
っ
て

出
来
上
が
っ
た
も
の
か
、
と
い
う
問
題
に
行
き
着
き
ま
す
。
現
在
の
段
階
で
、
こ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
文
学
は
、
科
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
誰
も
が
納
得
す
る
か
た
ち
で
の
証
明
が

難
し
い
。
そ
れ
に
、「
民
族
」は
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、個
人
の
価
値
観
を
強
く
規
定
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
相
対
化
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。
な
に
せ
現
代
社
会
で
「
民
族
」
は
、
至
高
の
存
在
で
あ
る
と
し
て

人
び
と
に
感
受
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
に
相
対
化
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
、

こ
れ
ま
た
個
人
の
自
由
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
人
間
は
「
民
族
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
は
あ
る
時
、
誰
か
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
の
で
い
つ
で
も
放
棄
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
こ
の
何
れ
で
考
え
た
方
が
、
こ
の
世
は
住
み
や
す

く
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、

現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
東
南
ア
ジ
ア
の
西
端
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
地
方
で
、
王
国
時
代
に
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通
用
し
て
い
た
「
百
一
の
人
種
」
と
い
う
分
類
法
が
、
近
代
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
す
。
現
在
通
用
し
て
い
る
民
族
区
分
や
こ
れ
に
基
づ
く
民
族
意
識
は
、
近
代
に
な
っ
て
成
立
し
た
も

の
な
の
か
。
前
近
代
の
人
種
と
、
近
代
以
後
の
「
民
族
・
人
種
」
観
は
断
絶
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
そ
し
て
、

最
終
的
に
は
、
近
代
と
前
近
代
で
同
じ
人
種
名
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
味
内
容
は
同
一
で
は
な
く
、
近
代
に
な
っ

て
「
民
族
」
が
創
生
す
る
の
は
、
身
分
制
の
崩
壊
と
中
央
政
府
に
よ
る
住
民
の
一
元
的
支
配
が
関
係
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一　
「
民
族
」
は
定
義
で
き
な
い

　

ま
ず
現
在
私
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「
民
族
」
は
し

ば
し
ば
「
国
民
」
と
い
う
言
葉
と
同
様
に
、「
日
本
人
」
と
か
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
い
う
言
句
を
生
み
出
し
ま
す
。

用
例
と
し
て
、「
私
た
ち
日
本
人
は
」「
日
本
人
は
勤
勉
で
あ
る
」「
四
季
の
移
ろ
い
に
敏
感
な
日
本
人
」
と
か
、

よ
く
耳
に
し
ま
す
し
、つ
い
自
分
で
も
そ
う
い
う
言
葉
づ
か
い
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
他
に
も
「
日

本
人
で
す
も
の
、
も
っ
と
お
茶
を
飲
み
ま
し
ょ
う
」、
露
天
風
呂
に
入
っ
て
「
日
本
人
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
な
」

と
実
感
す
る
、「
～
は
日
本
人
の
美
徳
」
な
ど
。
同
じ
よ
う
に
「
こ
の
建
物
に
は
、
日
本
人
の
美
意
識
が
表
れ
て

い
ま
す
」、「
日
本
が
誇
る
ス
ゴ
技
ア
ー
ト
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

39



「
日
本
人
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

　

し
か
し
、
こ
れ
は
「
日
本
人
」
な
ら
ば
、
み
ん
な
そ
う
で
あ
る
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と

に
発
せ
ら
れ
た
文
言
に
す
ぎ
ず
、
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
日
本
語
を
話
す
両
親
の

も
と
に
、
日
本
で
生
ま
れ
、
日
本
で
育
ち
、
国
籍
は
日
本
で
も
、
こ
の
よ
う
な
行
動
や
感
覚
に
な
じ
ま
な
い
人

は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
怠
惰
な
人
、
四
季
の
変
化
を
気
に
留
め
な
い
人
、
な
ぜ
「
日
本
人
」
は
お
茶
を
飲
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
の
ほ
う
が
い
い
と
い
う
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
い
ち
「
勤

勉
」「
敏
感
」「
美
徳
」「
美
意
識
」
な
ど
と
い
う
概
念
は
、人
類
共
通
の
、そ
し
て
時
代
を
超
え
る
基
準
で
成
り
立
っ

て
い
な
い
こ
と
は
誰
も
が
承
知
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
美
」
も
「
ス
ゴ
技
ア
ー
ト
」
も
、
そ
れ
は
特
定
の
建
築
士
や
職
人
さ
ん
が
、
研
鑽
を
積
み
、
鍛
錬

の
末
に
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
日
本
人
」
が
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
連
綿

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
術
で
は
な
く
、「
日
本
人
の
精
神
」
が
そ
の
人
に
乗
り
移
り
、
そ
う
し
た
作
品
を
生
み

出
さ
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
く
は
「
日
本
の
風
土
」
と
か
が
。
こ
ん
な
こ
と
、
証
明
し
ろ
と
い
わ
れ

て
も
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
本
の
基
層
文
化
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
、
似
た
よ
う
な
考
え
方
か
ら

来
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
「
日
本
の
原
風
景
」
と
い
え
ば
、何
を
想
像
さ
れ
ま
す
か
。
向
こ
う
の
方
に
山
な
み
が
霞
み
、麓
に
は
木
々

に
囲
ま
れ
た
農
村
が
み
え
、
手
前
に
は
水
田
が
広
が
り
、
小
川
が
流
れ
て
い
て
水
車
小
屋
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
も
の
が
「
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
中
を
見
渡
し
て
み
た
時
に
、
そ
う
い
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う
風
景
は
一
部
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
縄
文
や
弥
生
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
び
と
の
記
憶
に
は
、
ご
み
ご
み
し
た
長
屋
と
か
、
家
屋
が
ひ
し
め
く
漁
村
と
か
、
そ
う

い
っ
た
風
景
も
残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
な
の
に
、大
部
分
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、こ
れ
を
「
日
本
」

全
体
に
結
び
付
け
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
は
、
里
山
に
暮
ら
す
人
び
と
さ
え
も
、
こ
れ
が
「
日
本
の

風
景
」
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

都
会
に
ず
っ
と
暮
ら
し
て
い
て
、
そ
の
閉
塞
感
か
ら
逃
れ
、
農
村
へ
行
っ
て
み
た
ら
「
い
い
な
あ
」
と
思
う
、

た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
話
で
す
。「
日
本
人
」
だ
か
ら
思
う
の
で
は
な
く
、「
外
国
人
」
が
来
て
も
、
ど
ん
な
宗
教

を
奉
じ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
特
に
自
然
の
少
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
た
人
た
ち
が
、
こ
う
し
た
風
景
を
み
れ

ば
、「
い
い
な
あ
」と
思
う
に
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
本
人
」で
も
、ス
イ
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
農
村
を
訪
れ
る
と
、

心
が
休
ま
る
と
い
う
。
そ
れ
な
の
に
、
特
定
の
農
村
風
景
や
山
を
特
権
化
し
、「
日
本
」
の
象
徴
と
し
て
い
る
の

で
す
。

空
虚
で
情
緒
的

　
「
強
く
て
美
し
い
日
本
を
取
り
戻
す
」
な
ど
、
こ
れ
は
誰
か
が
よ
く
い
っ
て
い
る
空
虚
な
言
葉
で
す
が
、
こ
れ

に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
で
す
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
具
体
的
に
何
の
こ
と
か

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
強
く
て
」
と
い
う
場
合
、
統
計
的
に
み
て
生
産
性
が
高
い
こ
と
な
の
か
、
も
し
く
は
軍

事
力
を
持
っ
て
い
て
、
周
辺
諸
国
か
ら
の
脅
威
に
屈
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、「
美
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し
い
日
本
」
と
な
る
と
、
説
明
し
ろ
と
い
わ
れ
る
と
何
の
こ
と
か
答
え
に
窮
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
さ
か
、
都

市
や
町
や
村
の
清
掃
が
行
き
届
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
言
葉
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
巷
に
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
ま
す
。
Ｍ
Ｃ
が
解
説
を
し
た
り
、

出
演
者
が
コ
メ
ン
ト
し
た
り
す
る
時
、
何
気
な
く
い
う
の
で
す
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
も
よ
く
出
て
き
ま
す
。
厳

正
中
立
を
標
榜
す
る
新
聞
記
事
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
無
意
識
的
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
私
た
ち
は
、
毎
日
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
、「
日
本
人
な
ら
～
」「
日
本
人
の
～
」「
日
本
人
に
と
っ
て
～
は
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
浴
び
て
い
る
。
子
供
の
時
か
ら
、
頭
の
中
に
、「
日
本
人
」
を
中
心
と
す
る
考
え
方
が
叩
き

込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
裏
に
は
、
他
国
で
は
、
あ
の
「
民
族
」
は
、
と
い
う
も
の
が
潜
ん
で
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。「
細
や
か
」
と
か
「
美
し
い
」
と
な
ど
の
形
容
句
は
、
相
対
的
な
概
念
な
の
で
、
比
較
す
る
具
体

的
な
対
象
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

共
通
の
「
文
化
」

　

ど
う
し
て
「
私
は
」「
あ
な
た
は
」「
あ
の
人
は
」
と
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
「
民
族
（
国
民
）」

と
い
う
ま
と
ま
り
で
、
社
会
や
人
間
を
考
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で
は
「
民
族
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
「
日
本
人
」
と
か
、
あ
の
人
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
」、「
中
国
人
」
と
か
、
私
た
ち
の

な
か
に
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
な
ぜ
形
成
さ
れ
る
の
か
、そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ス
タ
ー

リ
ン
と
い
う
人
は
、「
民
族
」
を
、
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四
つ
の
基
本
的
な
特
徴
の
共
通
性
を
基
礎
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
言
語
の
共
通
性
、
地
域
の
共
通
性
、
経

済
生
活
の
共
通
性
、
お
よ
び
民
族
文
化
の
固
有
な
特
質
の
共
通
性
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
心
理
状
態
の
共

通
性
、
を
基
礎
と
し
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
、
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
た
、
人
々
の
堅
固
な
共
同
体
で
あ
る
［
ス

タ
ー
リ
ン 
一
九
五
四
：
一
二
三
］

と
定
義
し
ま
し
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
ソ
連
の
独
裁
者
と
し
て
、
あ
ま
り
評
判
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
定

義
は
よ
く
引
用
さ
れ
ま
す
。
言
語
が
共
通
で
、
同
じ
所
に
住
ん
で
い
て
、
経
済
生
活
を
共
に
し
て
い
る
、
つ
ま

り
同
じ
経
済
圏
の
中
に
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
く
せ
者
で
す
が
同
一
「
文
化
」
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
お
な
じ
よ
う
な
心
理
状
態
と
な
り
、
苦
楽
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
人
々
の
堅
固
な
共

同
体
で
あ
る
と
。「
民
族
文
化
の
固
有
な
特
質
」
で
す
が
、
た
ぶ
ん
他
と
は
異
な
る
独
特
の
風
俗
や
慣
習
が
同
じ

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、「
民
族
」
に
は
そ
も
そ
も
固
有
な
特
質
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。「
民
族
」
を

定
義
す
る
の
に
「
民
族
文
化
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
何
と
も
奇
妙
な
論
法
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
山
内
昌
之
と
い
う
中
東 

・
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
や
国
際
関
係
論
で
数
々
の
業
績
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る

先
生
は
、

我
々
意
識
は
「〈
自
生
的
・
文
化
的
〉
な
力
（
共
属
感
覚
）
と
〈
作
為
的
・
政
治
的
〉
な
力
の
互
い
に
拮
抗
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す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
用
と
関
係
の
中
か
ら
成
立
し
て
く
る
［
山
内 

一
九
九
六
：
一
〇
］

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
我
々
意
識
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
「
我
わ
れ
日
本
人
は
」
と
か
、「
我
わ
れ
フ

ラ
ン
ス
人
は
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
民
族
意
識
の
こ
と
で
す
が
、
基
本
的
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
定
義
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
ま
せ
ん
。「
自
生
的
」
と
い
う
、
後
天
的
で
は
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
し
て
い
る
「
文
化
」
と
、
そ

の
後
、
教
育
や
社
会
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
、
平
た
く
い
え
ば
ど
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
な
か
で
育
つ
か
と
い
う

こ
と
で
決
ま
る
と
い
う
の
で
す
。

　

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、「
民
族
」
に
は
そ
の
成
員
に
共
通
す
る
特
有
の
性
格
や
感
覚
が
「
自
生
的
」
に
存
在

す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。「
民
族
文
化
」
の
共
通
性
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
「
心
理
状
態
の
共
通
性
」
で
あ
り
、

こ
れ
が
「
我
々
意
識
」
を
生
み
出
す
と
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
、
そ
の
人
を
「
中
国
人
」
で

あ
る
と
認
識
し
た
と
す
れ
ば
、「
中
国
人
」
は
ど
の
よ
う
に
考
え
方
を
す
る
、
ど
の
よ
う
な
行
動
様
式
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
情
報
に
基
づ
い
て
、
個
人
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
人
間
に
は
個
性
が
あ
り
、
一

人
ひ
と
り
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
差
し
置
き
、
生
来
的
に
彼
ら
彼
女
ら
に
は
、
同
じ
よ
う
な
性
向
が
存
在

す
る
と
い
う
前
提
で
、
そ
の
人
を
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

幻
想
と
し
て
の
根
源
的
紐
帯

　

こ
れ
は
身
体
的
形
質
お
よ
び
、
言
語
や
風
俗
、
地
縁
や
血
縁
、
信
仰
な
ど
、
一
般
に
は
「
文
化
」
と
い
わ
れ

44



る
も
の
を
、
民
族
の
「
根
源
的
紐
帯
」
と
す
る
考
え
方
で
す
。
確
か
に
現
在
、
人
と
人
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

共
通
で
あ
る
と
し
て
親
近
感
を
抱
き
、
そ
こ
に
一
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
帰
納
的
に
、
個
人
の
考
え
方
や
行
動
は
、
そ
こ
で
識
別
さ
れ
た
身
体
的
形
質
、
言
語
や
風
俗
、
つ
ま
り

「
文
化
」に
見
合
っ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
黒
い
肌
を
し
て
い
る
人
の
性
格
は
情
緒
的
で
、

金
髪
の
白
人
は
知
的
で
冷
静
で
、
そ
し
て
人
権
に
敏
感
で
あ
る
と
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
身
体
的
形
質
で
そ
の
人
の
「
民
族
」
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
を
、
皆
さ
ん
は
百
も
承
知
で
し
ょ

う
。
日
本
で
活
躍
し
て
い
る
タ
レ
ン
ト
で
、肌
の
色
は
黒
い
が
、も
し
く
は
白
人
の
顔
を
し
て
金
髪
だ
け
れ
ど
も
、

日
本
語
し
か
話
せ
な
い
、
そ
し
て
自
分
と
し
て
は
「
日
本
人
的
」
な
考
え
方
を
し
て
い
る
と
公
言
す
る
人
が
い

ま
す
。
確
か
に
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
自
身
は
日
本
で
生
ま
れ
て

育
ち
、
私
た
ち
が
想
像
す
る
よ
う
な
考
え
方
は
し
な
い
。
そ
れ
は
例
外
だ
と
い
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
特
殊

な
事
例
と
し
て
除
外
し
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

言
語
は
「
民
族
」
の
魂
と
か
い
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
ス
イ
ス
で
は
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
が
公
用
語
に

な
っ
て
い
て
、
ド
イ
ツ
語
を
話
し
て
い
て
も
私
は
「
ス
イ
ス
人
」、
フ
ラ
ン
ス
語
し
か
話
せ
な
い
が
「
ス
イ
ス
人
」

と
自
覚
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
話
し
て
い
て
も
、
私
は
「
ブ
ラ
ジ
ル
人
」
と
主
張
し
ま
す
。
我

わ
れ
は
同
じ
何
々
人じ
ん

と
す
る
が
、
言
語
は
全
く
違
う
と
い
う
人
は
世
界
中
に
い
く
ら
で
も
い
ま
す
。「
我
わ
れ
は

何
々
人じ
ん

だ
」
と
い
う
同
一
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
の
間
で
、
言
葉
が
通
じ
な
い
こ
と
は
、
何
も
不
思
議
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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風
俗
も
そ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
こ
の
言
葉
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
人
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
も
生
ま
れ
た
時
す
で
に
身
に
付
け
て
い
る
か
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
か
ら
何
度
も
い
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、「
日
本
人
」
の
両
親
の
も
と
に
ア
メ

リ
カ
で
生
ま
れ
て
、
小
中
高
と
ア
メ
リ
カ
の
学
校
に
通
う
と
、
そ
の
人
は
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
に
「
帰
っ
て
き
て
」
学
校
に
は
い
る
と
、「
帰
国
子
女
」
の
ク
ラ
ス
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
「
血
」

は
「
日
本
人
」
で
も
、
風
俗
・
習
慣
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

信
仰
に
し
て
も
根
源
的
紐
帯
と
は
い
え
ま
せ
ん
。「
民
族
」
の
魂
と
し
て
、「
信
仰
」
は
よ
く
取
り
ざ
た
さ
れ

ま
す
。
た
と
え
ば
日
本
の
「
文
化
」
は
、
深
く
神
道
と
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
話
を
す
る
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
場
合
な
ど
は
、「
仏
教
徒
ビ
ル
マ
人
」
と
い
う
い
い
方
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
、「
ビ
ル
マ
人
」
は
み
な

仏
教
徒
だ
と
い
う
意
味
で
う
け
と
ら
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、「
ビ
ル
マ
人
」
は
仏
教
徒
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ム
ス
リ
ム
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
い
ま
す
。
一
つ
の
国
、「
民
族
」
の
な
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
宗

教
を
信
仰
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。「
日
本
人
」
の
中
に
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
い
れ
ば
、
無
宗
教
と
い

う
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

血
縁
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
家
族
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
り
、
こ
れ
を
「
民
族
」
の
紐
帯
と
す
る
考
え
方
に
は
根

強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
朝
鮮
人
の
血
」
が
流
れ
て
い
る
と
か
、あ
の
人
の
四
分
の
一
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
血
」

が
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
い
い
方
を
し
ま
す
。「
日
本
人
の
血
」
と
「
中
国
人
の
血
」
が
半
分
半
分
と
か
。
し
か

し
、「
血
」
が
人
間
の
行
動
様
式
に
働
き
か
け
、そ
の
人
の
人
格
を
規
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
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う
か
。
確
か
に
、
親
子
と
い
う
よ
う
な
血
縁
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
証
明
で
き
ま
す
が
、
外
国
か
ら
や
っ
て
来
た
人
が
、

輸
血
に
よ
っ
て
「
日
本
人
」
の
「
血
」
に
入
れ
替
え
ら
れ
る
と
、「
日
本
人
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

全
く
血
縁
関
係
が
な
い
の
に
、
親
子
兄
弟
姉
妹
と
し
て
非
常
に
仲
む
つ
ま
じ
く
や
っ
て
い
る
家
族
も
あ
り
ま

す
。
逆
に「
血
」は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
に
、「
こ
ん
な
親
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
」と
、い
が
み
合
う
こ
と
も
あ
る
。

自
分
が
養
子
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
知
ら
さ
れ
て
、「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
」
と
思
う
ぐ
ら
い
で
、
日
頃
か
ら

「
血
」
の
作
用
に
よ
り
何
か
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

子
供
の
時
に
別
れ
わ
か
れ
に
な
っ
た
兄
弟
が
再
会
し
た
時
に
、「
や
っ
ぱ
り
、
血
が
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
」

と
思
う
、「
血
縁
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
」
と
小
説
な
ど
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
事
実
を
聞
か
さ
れ

た
結
果
の
現
実
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
頭
の
中
に
、「
親
子
と
は
、
こ
う
あ
る
べ
き
も

の
だ
」「
兄
弟
の
結
束
は
固
い
」
な
ど
と
い
う
指
令
が
働
い
て
、
感
情
が
出
来
上
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
氏

族
社
会
」
や
「
部
族
社
会
」
で
あ
れ
ば
、「
血
縁
」
や
祖
先
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が
出
来
上
が
っ
て
い

る
よ
う
に
、
や
は
り
「
血
」
が
何
か
に
働
き
か
け
て
、
無
意
識
に
人
間
の
行
動
様
式
を
縛
る
と
い
う
こ
と
は
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
Ａ
型
的
思
考
、Ｏ
型
の
性
格
な
ど
と
い
う
の
は
、ま
っ
た
く
非
科
学
的
な
言
説
で
あ
る
こ
と
が
、

「
統
計
学
的
」
に
証
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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「
国
民
」
や
「
民
族
」
を
作
り
あ
げ
る
「
文
化
」
概
念

　

従
い
ま
し
て
、
そ
も
そ
も
人
間
に
は
、
互
い
の
関
係
を
規
定
す
る
生
理
学
的
因
子
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
人
と
人
と
の
関
係
は
、
生
ま
れ
た
あ
と
に
形
成
さ
れ
た
社
会
的
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
決
ま

る
、
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
「
血
縁
」
と
い
う
言
葉
が
人
と
人
と
の
関
係
を
決
め
て
い
る
の
で

す
。
会
っ
た
こ
と
も
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
会
う
こ
と
も
な
い
赤
の
他
人
で
も
、
お
な
じ
「
民
族
」、「
国
民
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、同
胞
意
識
や
、親
近
感
を
抱
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、周
囲
に
「
中
国
人
」

が
居
て
、
こ
の
人
た
ち
と
は
日
常
的
な
付
き
合
い
が
あ
る
の
に
、
突
然
現
れ
た
人
が
同
じ
「
日
本
人
」
だ
と
な

る
と
「
中
国
人
」
以
上
に
親
近
感
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

み
ず
知
ら
ず
の
人
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
行
動
、
考
え
方
を
す
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
ち

ろ
ん
、
知
り
合
の
知
り
合
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
情
報
も
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
が
同
じ
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
な
ん
と
な
く
、
そ
の
人
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
し
、
宗
教
は
戒
律
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ

て
だ
い
た
い
の
行
動
は
予
測
が
つ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
同
一
の
「
民
族
・
国
民
」
と

い
う
ほ
ど
の
安
心
感
は
な
い
。
こ
れ
は
同
じ
運
命
共
同
体
に
属
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
運
命
共
同
体
を
内
側
で
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
「
文
化
」
と
い
う
概
念
に
他
な
り
ま
せ
ん
。「
文
化
」
と

い
う
も
の
は
、
名
前
の
つ
い
た
、
一
つ
の
区
切
ら
れ
た
社
会
の
中
に
、
共
通
に
存
在
す
る
生
活
様
式
や
習
慣
、

も
の
の
考
え
方
の
総
体
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
容
を
説
明
す
る
時
、
だ
い
た
い
別
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
集

団
と
の
比
較
の
な
か
で
、
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
実
体
は
あ
り
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ま
せ
ん
の
で
、
認
識
の
仕
方
次
第
で
、
時
と
場
合
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
内
容
に
も
な
り
う
る
も
の
で
す
。

　

そ
れ
が
何
か
と
な
る
と
、
実
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
必
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が

な
い
か
ら
で
す
。
従
っ
て
内
容
と
い
う
よ
り
、
自
然
に
生
み
出
さ
れ
た
「
文
化
」
を
享
有
し
て
い
る
と
い
う
観

念
が
重
要
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
胞
と
い
う
意
識
が
強
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
文
化
」
が
他
と
の
違
い
を
強

調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
恣
意
的
に
切
り
取
ら
れ
た
生
活
様
式
の
断
片
を
、
冒

頭
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
常
日
頃
か
ら
政
策
的
に
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
学
校
教
育
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
確
認
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
民
族
」
や
「
国
民
」
は
、「
文
化
」
の
同
一
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
共
同
体
で
す
。
現
代
は

何
々
人じ
ん

と
い
う
、
ど
ん
な
「
民
族
」
名
で
育
て
ら
れ
た
か
で
、
そ
の
人
の
思
考
や
行
動
の
様
式
を
決
め
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
本
来
な
ら
、
日
本
の
「
文
化
」
が
好
き
で
あ
る
、
日
本
に
生
ま
れ
た
こ
と

を
誇
り
に
思
う
、
つ
ま
り
「
日
本
人
」
や
日
本
国
に
帰
属
意
識
を
も
つ
の
は
、
個
人
の
勝
手
で
す
。
し
か
し
こ

の
帰
属
意
識
が
問
題
な
の
は
、他
人
に
も
そ
れ
を
強
い
る
と
こ
ろ
で
す
。「
日
本
人
」
な
ら
こ
う
す
べ
き
だ
（「
日

本
人
」
な
ら
も
っ
と
お
茶
を
飲
む
べ
き
だ
）、
同
じ
「
日
本
人
」
が
苦
し
ん
で
い
る
時
に
、
そ
ん
な
呑
気
な
こ

と
で
よ
い
の
か
、
日
本
が
豊
か
に
な
る
た
め
に
、
あ
な
た
も
死
力
を
尽
く
す
べ
き
だ
、
と
な
り
ま
す
。「
国
家
」

の
み
が
暴
力
の
行
使
を
容
認
さ
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
こ
れ
に
加
担
す
る
こ
と
も
強
制
さ
れ
ま
す
。
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近
代
が
生
み
だ
し
た
「
文
化
」

　

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
名
前
や
「
文
化
」
は
相
対
的
な
概
念
、
つ
ま
り
他
と
の
差
別
化
を
通
し
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。
従
っ
て
互
い
に
異
な
る
「
文
化
」
を
認
め
合
う
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
、

こ
こ
か
ら
は
民
族
対
立
や
民
族
差
別
し
か
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
多
文
化
共
生
と
い
う
こ
と
で
、
お
互
い
に
お
互
い

の
「
文
化
」
を
知
ろ
う
、
相
手
の
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
自
分
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、「
日
本
文
化
」
の
再
発
見
な
ど
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
互
い
の
溝
を
深
く
し
、
壁
を
高

く
す
る
こ
と
に
結
果
す
る
こ
と
を
我
わ
れ
認
識
す
べ
き
で
す
。

　

同
じ
「
文
化
」
を
有
す
る
同
じ
「
民
族
」
と
い
う
考
え
方
が
人
類
の
歴
史
と
と
も
に
変
わ
ら
な
く
存
在
し
て

き
た
の
で
あ
れ
ば
、
紛
争
や
人
を
民
族
で
判
断
す
る
こ
と
も
こ
れ
は
仕
方
が
な
い
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
縄

文
や
弥
生
の
昔
か
ら
、
我
が
ク
ニ
の
「
文
化
」
は
こ
う
で
、
あ
の
首
長
が
治
め
る
領
域
で
は
こ
の
よ
う
な
銅
鐸

紋
に
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。『
枕
草
子
』や『
徒
然
草
』な
ど
に
、現
在
の
よ
う
な
意
味
で
の「
文

化
」
の
文
字
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
近
代
の
産
物
で
あ
る
と
、
西
川
長
夫
と
い
う
先
生
が
『
増
補 

国
境
の

越
え
方
』（
平
凡
社
）
と
い
う
本
で
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
同
じ
く
近
代
に
な
っ
て
形
成
さ
れ

た
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
に
対
応
し
て
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
主
と
し
て
ド
イ
ツ
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。
日
本
で
は
、
漢
語
で
違
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
文
化
」
と
い
う
文
字
に
今
の
意
味
を
あ

て
、
大
正
時
代
か
ら
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
江
戸
時
代
に
は
、
現
代
の
「
文
化
」
と
か
「
文
明
」
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な
ど
と
い
う
い
い
方
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
民
族
」
名
に
し
て
も
、八
世
紀
頃
ま
で
は
「
大
和
」、「
蝦
夷
」、「
熊
襲
」
で
呼
ば
れ
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
が
、

い
ま
は
す
べ
て
「
日
本
人
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
人
種
名
や
民
族
名
は
時
の
流
れ
と
と
も
に
変

化
す
る
も
の
で
、
そ
の
機
能
も
、「
文
化
」
と
い
う
概
念
の
使
用
か
ら
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
同
じ
名
前
で
あ
っ

て
も
、
近
代
と
前
近
代
で
は
、
異
な
る
と
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
事
例

で
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

二　

コ
ン
バ
ウ
ン
王
国
に
お
け
る
「
百
一
の
人
種
」

　

ま
ず
簡
単
に
、
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
、
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
地
方
で
興
亡
し
た
政
体
に
つ
い

て
み
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
支
配
者
が
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
や
考
え
方
を
も
ち
い
て
、
秩
序
維
持

を
は
か
る
か
に
よ
っ
て
、
成
員
の
生
活
習
慣
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
視
点
は
重
要
で
す
。
制
度
や
慣
習
が
自
然

に
出
来
上
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
同
生
活
を
す
る
以
上
、
ま
ず
あ
り
え
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

今
は
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
単
に
こ
の
地
の
住
民
も
、
千
年
一
日
の
ご
と
く
暮
ら
し
て
き
た

と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。
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仏
教
に
よ
る
王
権
の
正
統
化

　

一
〇
世
紀
以
前
、
こ
の
地
に
は
「
ピ
ュ
ー
（
驃
、
僄
）」
と
呼
ば
れ
る
政
体
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。「
血
縁
」
を
紐
帯
と
す
る
「
氏
族
社
会
」
や
「
部
族
社
会
」
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
原
理

で
統
治
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
煉
瓦
と
土
で
作
っ
た
、
東
西
・
南
北
の
径
が
二
～
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ

ぶ
城
壁
と
、
そ
の
中
心
が
王
宮
と
お
ぼ
し
き
煉
瓦
建
造
物
で
構
成
さ
れ
る
城
郭
都
市
が
、
流
域
地
方
の
あ
ち
こ

ち
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
仏
塔
や
僧
院
跡
、
仏
像
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
像
、
銀
貨
な
ど
が
出
土
し
ま
す
の
で
、
仏

教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
を
権
力
が
取
り

入
れ
、
あ
る
段
階
か
ら
は
貨
幣
に
よ
る
交

易
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

中
国
の
史
書
も
、
こ
の
こ
と
は
伝
え
て
い

ま
す
。
残
っ
て
い
る
碑
文
か
ら
、
こ
こ
で

は
ピ
ュ
ー
文
字
が
使
わ
れ
、
ピ
ュ
ー
語
が

話
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
パ
ー
リ
語
も
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
社
会
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
一
〇
四
四
年
に
パ
ガ
ン
王
国
が

１c.～９c.　　ピュー、驃（新旧唐書）
1044～1287年　パガン王国
1365～1555年　アヴァ王国
1530～1599年　タウングー王国
1597～1752年　ニャウンヤン王国
1752～1885年　コンバウン王国
1824～26年  第一次英緬戦争　
　　　　　　　　アラカン・テナセリウム地方
1852年　第二次英緬戦争    ミャンマー南部地方
1885年　第三次英緬戦争    全地域が英領下
1942年6月～1945年8月  　日本軍政下
1948年1月4日     ビルマ連邦誕生
1962～1974年  　ネー・ウイン革命政権
1974～1988年　　ビルマ連邦社会主義共和国
1988年　　　　　民主化運動 
　　　　　　　国家法律秩序回復評議会（SLORC）
1989年６月　　　　ミャンマー連邦　
1997年11月　　　 国家平和開発評議会（SPDC）
2011年3月　　　　 民政移管

表1　エーヤーワディー流域の政権
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成
立
し
ま
す
。
政
権
は
「
都
市
国
家
」
的
形
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
一
帯
を
支
配
下
に

お
さ
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
王
権
は
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
、
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
語
彙
を
用
い
て
み
ず
か
ら
を
粉
飾
し
ま
す
。
ま
た
こ
の
段
階
で
は
じ
め
て
ビ
ル
マ
語
や
ビ
ル
マ
文
字
や
モ
ン

文
字
、
モ
ン
語
が
登
場
し
ま
す
。
モ
ン
文
字
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
の
も
の
が
南
の
海
岸
部
タ
ト
ー
ン
地
域

や
タ
イ
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
下
流
域
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ビ
ル

マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
や
モ
ン
（
タ
ラ
イ
ン
）
が
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
地
で
形
成
さ

れ
た
と
み
る
か
、
大
き
な
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
歴
史
を
ど
う
描
き
た
い
か
に
か
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
、
ア
ヴ
ァ
王
国
、
タ
ウ
ン
グ
ー
王
国
、
ニ
ャ
ウ
ン
ヤ
ン
王
国
と
続
き
ま
す
。
前
二
者
ま
で
は
、「
群

雄
割
拠
」
と
い
う
状
態
で
し
た
が
、
ニ
ャ
ウ
ン
ヤ
ン
王
国
に
な
っ
て
、
地
方
の
諸
侯
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る

役
人
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
上
座
部
仏
教
の
世
界
観
を
拠
り
所
と
し
た
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
、

一
七
五
二
年
に
成
立
し
た
コ
ン
バ
ウ
ン
王
国
も
、
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
時
代
に
中
央
や
地
方
で
用

い
ら
れ
た
ビ
ル
マ
語
の
文
書
は
、
現
在
で
も
多
数
残
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
像
を
描
く
こ
と
を
可
能
と

す
る
史
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

中
央
集
権
化
に
よ
る
民
族
問
題
の
発
生

　

コ
ン
バ
ウ
ン
王
国
は
、
他
の
王
国
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
中
流
域
に
拠
点
を
お
き
、

一
八
八
五
年
ま
で
続
き
ま
す
が
、
そ
の
支
配
域
は
一
八
二
四
年
、
一
八
五
二
年
、
一
八
八
五
年
に
発
生
し
た
三
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度
の
英
緬
戦
争
に
よ
っ
て
、
順
次
南
か
ら
英
領
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。
一
八
八
六
年
か
ら
イ
ギ
リ

ス
の
植
民
地
に
な
り
、
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
地
域
が
こ
の
時
出
来
上
が
り
ま
す
。
た
だ
一
九
三
七
年

ま
で
は
、
イ
ン
ド
の
一
州
と
い
う
扱
い
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、 

個
別
の
国
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
を
受
け

ま
す
が
、
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
日
本
軍
が
占
領
し
ま
し
た
。
三
二
万
人
の
「
日
本
人
」
が
投
入

さ
れ
、
一
九
万
に
も
お
よ
ぶ
「
日
本
兵
」
が
戦
死
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
一
番
の
被
害
者
は
、
現
地
の
人
び
と
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、
一
九
四
八
年
に
「
ビ
ル
マ
連
邦
」
と
し
て
独
立
し
、
議
会
制
の
も
と
で
社
会
主
義
社
会
の
実
現
が

目
指
さ
れ
ま
す
が
、
中
央
政
府
は
政
争
に
よ
っ
て
機
能
不
全
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
い
わ
ゆ
る

少
数
民
族
問
題
が
表
面
化
し
、
周
辺
地
域
の
各
所
で
「
民
族
」
ご
と
の
反
乱
軍
が
形
成
さ
れ
、「
国
軍
」
と
の
あ

い
だ
で
戦
闘
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
国
家
」
の
崩
壊
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
六
二
年
に

ネ
・
ウ
ィ
ン
将
軍
に
よ
る
革
命
政
権
（
軍
事
政
権
）
が
権
力
を
掌
握
し
、「
ビ
ル
マ
式
社
会
主
義
」
政
策
が
実
施

さ
れ
、
こ
れ
が
一
九
八
八
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
一
九
七
四
年
に
政
権
担
当
者
が
軍
服
を
脱
ぎ
、
ビ

ル
マ
連
邦
社
会
主
義
共
和
国
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
体
制
は
、
経
済
の
低
迷
、
農
産
物
買
い
上
げ

制
度
の
破
綻
等
に
よ
り
民
衆
の
不
満
が
爆
発
し
、
一
九
八
八
年
の
民
主
化
運
動
で
崩
壊
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
民
主
化
運
動
は
挫
折
し
ま
す
。
こ
の
時
、
ア
ウ
ン
サ
ン
ス
ー
チ
ー
が
政
治
の
舞
台
に
登
場
し

て
き
ま
す
が
、
国
民
民
主
連
盟
（
Ｎ
Ｌ
Ｄ 

：N
ational League for D

em
ocracy

）
を
中
心
と
す
る
民
主
化
へ

の
動
き
は
ま
た
も
や
「
国
軍
」
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、軍
人
に
よ
る
国
家
法
秩
序
回
復
評
議
会
（
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
：
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State Law
 and O

rder Restoration Council

）
が
国
政
を
運
営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
の

一
九
八
九
年
、
国
名
は
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
」
と
な
り
、
一
九
九
七
年
一
一
月
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
は
国
家
平
和
開
発

評
議
会
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｃ
：State Peace and D

evelopm
ent Council

）
に
名
前
を
変
更
し
ま
す
が
、
軍
事
政
権

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
っ
と
二
〇
一
一
年
の
総
選
挙
後
に
民
政
移
管
が
お
こ
な
わ

れ
て
、
ア
ウ
ン
サ
ン
ス
ー
チ
ー
が
二
〇
一
六
年
事
実
上
政
権
を
掌
握
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
で
大
ま
か
な
流
れ
は
ご
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
民
族
紛
争
は
独
立
後
に
は
じ
ま

り
ま
し
た
。
し
か
も
こ
の
問
題
は
、
い
っ
こ
う
に
解
決
に
向
か
わ
ず
、
現
在
で
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
問
題
が
国
際
社

会
の
注
目
を
あ
つ
め
る
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
火
種
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
は
ニ
ャ
ウ
ン
ヤ
ン
王
国
の
後
期
か
ら
コ
ン
バ
ウ
ン
王
国
の
中
期
ぐ
ら
い
ま
で
の
人
種
と

い
う
言
葉
の
用
法
を
考
察
し
て
み
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
日
本
で
い
え
ば
、
江
戸
の
中
期
か
ら
後
期
あ
た
り
の
話
で

す
。
途
中
で
前
近
代
と
か
、
近
代
と
か
申
し
ま
す
が
、
コ
ン
バ
ウ
ン
王
国
以
前
を
前
近
代
、
植
民
地
以
後
が
近

代
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
頭
の
隅
に
入
れ
て
お
い
て
下
さ
い
。

「
百
一
の
人
種
」

　

前
近
代
の
コ
ン
バ
ウ
ン
王
国
で
は
、
こ
の
世
に
は
、「
百
一
の
人
種
」
の
人
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。「
百
一
の
人
種
」
は
、ビ
ル
マ
語
で
「
ル
ー
・
ミ
ョ
ウ
・
タ
ヤ
ー
・
タ
パ
ー 

」
と
い
い
ま
す
。

百
一
種
類
の
人
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
通
常
、
百
一
種
を
大
き
く
ビ
ル
マ
群
七
種
、
タ
ラ
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イ
ン
（
モ
ン
）
群
四
種
、
シ
ャ
ン
群
三
〇
種
、
カ
ラ
ー
群
六
〇
種
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
示
さ
れ
ま
し
た
。
た

だ
、
文
書
に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
系
統
分
け
を
せ
ず
百
一
種
を
ズ
ラ
リ
と
並
べ
た
だ
け
の
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、

さ
ら
に
百
一
種
と
し
な
が
ら
、
九
六
種
し
か
示
し
て
い
な
い
も
の
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
グ
ル
ー
プ
分
け
が

違
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ヤ
カ
イ
ン
地
方
で
一
八
世
紀
末
に
書
か
れ
た
歴
史
書
（
貝
葉
書
）
に
は
、
ビ
ル
マ

群
七
種
、
モ
ン
群
三
種
、
シ
ャ
ン
群
二
三
種
、
カ
ラ
ー
群
五
六
種
、
中
国
群
九
種
、
チ
ン
群
三
種
と
い
う
分
類

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、「
百
一
の
人
種
」
に
つ
い
て
は
、
一
五
件
の
記
録
が
確
認
で
き
て
い
ま
す
。

す
べ
て
が
百
一
の
人
種
名
を
一
つ
ひ
と
つ
記
し
て
い
る
の
で
す
が
、
う
ち
三
件
は
、
綴
り
の
違
い
を
別
に
す
れ

ば
ほ
ぼ
同
じ
で
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
と
他
の
一
二
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
名
前
は
ま

ち
ま
ち
で
す
。
い
く
つ
か
は
同
じ
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
百
一
種
す
べ
て
が
、
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
、
一

件
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
種
は
百
一
種
類
存
在
す
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
ど
ん
な
人
種
が
こ
の
世
に
存
在

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
一
致
し
た
見
解
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
少
し
細
か
く
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
五
件
の
一
つ
に
、
モ
ン
ユ
エ
ー
大
僧
正
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

大
僧
正
は
一
九
世
紀
の
初
め
の
人
で
、
一
八
三
二
年
に
完
成
し
た
『
玻
璃
宮
御
大
年
代
記
』
と
い
う
欽
定
年
代

記
の
編
纂
に
か
か
わ
り
、
み
ず
か
ら
も
独
自
に
『
モ
ン
ユ
エ
ー
高
名
大
年
代
記
』
を
書
き
上
げ
て
い
ま
す
。
こ

の
高
僧
に
よ
る
た
ぶ
ん
何
か
の
書
付
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、「
百
一
の
人
種
」
を
大
き
く
、
ビ
ル
マ
群
、
タ
ラ

イ
ン
（
モ
ン
）
群
、
シ
ャ
ン
群
、
カ
ラ
ー
群
に
分
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ビ
ル
マ
群
は
バ
ラ
モ
ン
・
テ
ッ
、
ヤ
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カ
イ
ン
、
ダ
ウ
ェ
ー
、
ピ
ャ
イ
ェ
ー
、
タ
ウ
ン
ト
ゥ
ー
、
ミ
ョ
ウ
ン
・
テ
ッ
、
カ
ー
ン
ヤ
ー
ン
の
七
種
、
タ
ラ

イ
ン
群
は
モ
ン
・
テ
ィ
（m

unti

）、
モ
ン
・
サ
、
モ
ン
・
ニ
ャ
、
モ
ン
・
テ
ィ
（m

unthi

）
の
四
種
、
シ
ャ

ン
群
は
タ
ウ
ン
（
南
）・
シ
ャ
ン
、
ミ
ャ
ウ
（
北
）・
シ
ャ
ン
、
ア
ナ
ウ
（
西
）・
シ
ャ
ン
、
ユ
ン
・
ヂ
ー
（
大
）、

ユ
ン
・
ン
ゲ
ェ
ー
（
小
）、
リ
ー
ン
・
ジ
ー
ン
、
カ
イ
ン
（
カ
レ
ン
）、
カ
チ
ン
な
ど
三
〇
種
、
そ
し
て
カ
ラ
ー

群
は
ワ
ー
テ
ィ
ラ
、
バ
ー
ラ
ド
ヮ
ー
ザ
、
ゴ
ー
タ
マ
、
ビ
ャ
マ
ナ
、
コ
ー
テ
ィ
ヤ
、
ワ
ー
ト
ゥ
デ
ワ
な
ど
六
〇

種
と
し
て
い
ま
す
が
、
実
は
五
五
種
し
か
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

多
様
な
「
百
一
の
人
種
」
理
解

　

と
こ
ろ
が
、
モ
ン
ユ
エ
ー
大
僧
正
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
高
官
、
マ
ハ
ー
ミ
ン
テ
ィ
ン
ヤ
ー
ザ
ー
の
場
合
、
ビ

ル
マ
群
七
種
で
は
、
モ
ン
ユ
エ
ー
大
僧
正
の
も
の
と
一
致
す
る
の
は
四
種
、
タ
ラ
イ
ン
群
は
す
べ
て
異
な
り
ま

す
。
そ
し
て
シ
ャ
ン
群
三
〇
種
に
つ
い
て
は
一
八
種
の
み
が
同
一
、
カ
ラ
ー
群
に
い
た
っ
て
は
、
ビ
ャ
マ
ナ
人

の
み
が
同
一
で
、
あ
と
の
五
九
種
は
み
な
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
よ
り
少
し
あ
と
、
ミ
ン
ド
ン
王
（
在
位
一
八
五
三
～
七
八
年
）
時
代
の
外
務
官
僚
で
あ
る
ミ
ン

フ
ラ
ゼ
ー
ヤ
ト
ゥ
の
認
識
も
、
ま
た
別
で
す
。
彼
は
キ
ン
ウ
ン
ミ
ン
ヂ
ー
使
節
団
に
加
わ
り
、
一
八
七
一
年
に

ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
を
訪
れ
、
一
八
七
二
年
に
は
イ
タ
リ
ー
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
に
外
交
団
長
と
し
て
赴
い
た
人
で

す
。
ウ
ー
・
オ
ー
が
執
筆
し
た
『
カ
ウ
ィ
レ
ッ
カ
ナ
綴
字
書
』
に
対
す
る
解
説
書
を
、
ミ
ン
ド
ン
王
の
ご
下
問

に
よ
り
、『
カ
ウ
ィ
レ
ッ
カ
ナ
・
デ
ィ
ー
パ
ニ
ー
』と
し
て
執
筆
し
て
い
ま
す
。
彼
が
書
き
付
け
た「
百
一
の
人
種
」
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に
あ
る
カ
ラ
ー
群
は
、
モ
ン
ユ
エ
ー
大
僧
正
の
見
解
ま
っ
た
く
同
一
で
す
が
、
身
近
な
ビ
ル
マ
群
や
シ
ャ
ン
群

は
、
何
故
か
、
多
少
異
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ビ
ル
マ
群
七
種
で
す
が
ヤ
カ
イ
ン
、
ダ
ウ
ェ
ー
、
タ
ウ
ン
ト
ゥ
ー
、
カ
ー
ン
ヤ
ー
ン
は
同
じ
で
す
が
、

バ
ラ
モ
ン
・
テ
ッ
の
代
わ
り
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ミ
ョ
ウ
ン
・
テ
ッ
で
は
な
く
ミ
ョ
ウ
ン
、
ピ
ャ
イ
ェ
ー
は
ピ
ュ
ー

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
タ
ラ
イ
ン
群
四
種
に
つ
い
て
は
、モ
ン
・
テ
ィ（m

unti

）を
ス
バ
ン
ナ
ブ
ー
ミ
・
モ
ン
・

テ
ィ
（m

unti
）、
モ
ン
・
サ
は
オ
ウ
サ
ー
ペ
グ
ー
・
モ
ン
・
サ
、
モ
ン
・
ニ
ャ
は
ク
テ
ィ
マ
・
モ
ン
・
ニ
ャ
と

し
、
モ
ン
・
テ
ィ
（m

unthi

）
は
ダ
ゴ
ン
ダ
ラ
・
モ
ン
・
ナ
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
地
名
を
付
し
て
よ
り

詳
し
く
述
べ
た
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ャ
ン
群
三
〇
種
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ン
・
ジ
ー

ン
、
チ
ン
・
ン
ゲ
ー
、
リ
ー
ン
、
カ
イ
ン
、
カ
チ
ン
な
ど
二
〇
種
は
同
一
で
す
が
、
他
の
一
〇
種
は
全
く
異
な
り
、

モ
ン
ユ
エ
ー
大
僧
正
の
理
解
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

同
時
代
に
お
け
る
他
の
認
識
も
、
み
な
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
世
界
に
は
、「
百
一
の
人
種
」
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
違
っ

て
い
て
、
統
一
し
た
見
解
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
モ
ン
ユ
エ
ー
大
僧
正
や
マ
ハ
ー
ミ
ン
テ
ィ
ン
ヤ
ー

ザ
ー
、
ミ
ン
フ
ラ
ゼ
ー
ヤ
ト
ゥ
な
ど
、
い
ず
れ
も
当
時
と
し
て
も
最
高
の
知
識
人
で
あ
り
政
権
の
中
枢
に
位
置

し
た
人
た
ち
で
し
た
。
も
し
百
一
種
の
人
種
が
い
て
、
そ
れ
が
世
の
中
を
構
成
し
、
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、個
々
の
名
称
に
つ
い
て
、共
通
し
た
認
識
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、も
っ

と
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
ビ
ル
マ
群
で
あ
っ
て
も
そ
の
内
容
は
違
っ
て
い
た
。
政
権
要
路
の
人
間
か
ら
し
て
、
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そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
人
は
な
お
さ
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
次
に
、
一
般
民
衆
は
人
種
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す
が
、
こ
こ
で
は
当
時
誰
で
も
目
に
し
て
い
た
壁
画
を
手
が
か
り
に
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

「
百
一
の
人
種
」
図
は
同
系
統

　

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
中
流
域
地
方
に
は
、
ピ
ュ
ー
の
時
代
か
ら
寺
院
や
仏
塔
、
窟
院
が
煉
瓦
で
建
設
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
寺
院
は
、
僧
侶
が
修
行
す
る
場
所
で
す
が
、
仏
塔
は
パ
ゴ
ダ
と
い
っ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
釈
尊
の
遺
髪
や
遺
骨
な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
建
造
物
で
、
だ
い
た
い

は
円
錐
形
で
す
が
、
八
角
錐
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
窟
院
は
、
外
形
は
仏
塔
の
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
基
壇

部
分
が
部
屋
に
な
っ
て
い
て
、中
央
に
釈
尊
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
塔
が
多
機
能
化
し
た
も
の
と
い
っ

て
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
も
の
が
、
信
者
に
よ
る
功
徳
の
結
果
と
し
て
、
い
た
る
所
に
立
っ
て
い

ま
す
。

　

一
部
の
窟
院
に
は
、
羨
道
や
内
陣
の
壁
面
に
、
極
彩
色
の
絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
概
し
て
エ
ー
ヤ
ー
ワ

デ
ィ
ー
川
や
チ
ン
ド
ウ
ィ
ン
川
沿
い
の
、
か
つ
て
交
易
等
で
繁
栄
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
地
域
に
多
い
、
と
い
う

印
象
で
す
。
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、
パ
ガ
ン
時
代
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
だ
い
た
い
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九

世
紀
に
か
け
て
の
作
品
で
す
。
題
材
に
は
、
過
去
二
八
仏
と
か
四
門
出
遊
図
、
降
魔
成
道
図
、
お
よ
び
釈
尊
の
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前
世
譚
で
あ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
そ
れ
も
最
後
の
一
〇
話
が
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
混
じ
っ
て
「
百
一
の
人
種
」
図
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
釈
尊
に
礼
拝
す
る
百
一
種
の
人
物
を
す

べ
て
描
き
、
そ
の
下
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
人
種
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
、

と
思
い
ま
す
が
、
世
界
中
の
人
び
と
が
釈
尊
に
帰
依
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
し
ょ
う
。
同
様
の
も
の
と

し
て
、
諸
種
の
神
々
が
こ
ぞ
っ
て
礼
拝
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
釈
尊
像
に
向
か
っ
て
跪
き
、手
に
は
三
角
旗
や
花
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。「
百
一
の
人
種
」
の
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
人
種
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
顔
つ
き
、
着
衣
や
帽
子
の
形
や
そ
の
柄
お
よ
び
色
な
ど
、
同
一
の

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
種
に
は
そ
れ
に
応
じ
た
風
俗
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
列
に
ず
ら
り
と
並
ん
だ
格
好
で
、
数
段
に
わ
た
っ
て
、
羨
道
の
両
壁
や
柱

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
川
や
チ
ン
ド
ウ
ィ
ン
川
沿
い
に
残
る
遺
跡
を
調
べ
た
結
果
、
二
〇
一
六
年
段
階
で
は
五

カ
所
に
残
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
七
年
の
調
査
で
、
も
う
一
ヶ
所
存
在
す
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。
た
だ
「
百
一
の
人
種
」
図
す
べ
て
が
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
の
は
一
基
も
あ
り
ま
せ
ん
。
剥

落
や
汚
損
が
ひ
ど
く
、
残
存
片
か
ら
そ
う
し
た
も
の
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
み
で
す
。
そ
の
う

ち
、
パ
ッ
コ
ク
ー
市
の
北
に
あ
る
シ
ン
ジ
ョ
ー
村
の
シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
と
呼
ば
れ
る
窟

院
の
も
の
が
い
ち
ば
ん
よ
く
残
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
と
て
、
一
九
七
九
年
に
発
表
さ
れ
た
ミ
ャ
チ
ャ

イ
ン
の
解
説
に
よ
る
と
、
す
で
に
一
八
人
種
が
判
読
不
明
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
さ
ら
に
劣
化
が
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進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
壁
画
は
、
入
口
北
側
隅
上
方
に
残
る
寄
進
文
に
よ
り
、
一
七
九
八
年
に
描
か
れ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

イ
ン
サ
ウ
年
代
記

　

シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
に
書
か
れ
た
「
百
一
の
人
種
」
で
す
が
、
そ
の
構
成
内
容
を
調
べ

て
み
る
と
、
コ
ン
バ
ウ
ン
時
代
末
期
ウ
ー
・
カ
ン
タ
ー
と
い
う
人
物
が
残
し
た
百
一
の
人
種
名
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
人
は
、英
領
時
代
に
も
知
事（
ミ
ョ
ウ
・
オ
ウ
）を
つ
と
め
、退
官
後
ピ
ェ
ー（
プ

ロ
ー
ム
）
に
隠
棲
し
、
一
九
二
〇
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
年
代
記
や
占
星
術
に
長
け
、
博
覧
強
記
を
も
っ

て
知
ら
れ
た
知
識
人
の
一
人
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
こ
の
人
物
や
そ
の
著
作
に
つ
い
て
、
今
で
は
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
彼
が
残
し
た
記
録
に
あ
る
「
百
一
の
人
種
」
名
は
、
こ
れ
も
ミ
ャ
チ
ャ
イ
ン
が
パ
コ
ッ
ク
市
シ
ン
ミ
ン

村
の
ミ
ー
ン
寺
で
発
見
し
た
と
い
う
、「
イ
ン
サ
ウ
年
代
記
」
な
る
貝
葉
本
に
記
さ
れ
た
、「
百
一
の
人
種
」
名

と
同
じ
で
し
た
。
イ
ン
サ
ウ
年
代
記
は
、
緬
暦
一
〇
三
五
（
一
六
七
三
）
年
ま
で
の
歴
史
と
、
そ
の
時
々
の
宿

星
図
が
描
か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
写
本
は
緬
暦
一
一
八
八
年
第
一
ワ
ー
ゾ
ー
月
白
分
一
四
日
（
一
八
二
六
年
六

月
一
八
日
）
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
年
代
記
の
作
者
は
不
明
で
す
が
、シ
ン
・
ピ
ン
・

プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
の
「
百
一
の
人
種
」
図
は
、
こ
の
年
代
記
に
あ
る
リ
ス
ト
と
同
じ
情
報
に
基
づ
い
て

描
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
の
「
イ
ン
サ
ウ
年
代
記
」
版
「
百
一
の
人
種
」
名
は
、
ザ
ガ
イ
ン
西
部
に
位
置
す
る
ユ
ワ
テ
ィ
ッ
チ
ー
村

の
フ
ラ
ウ
ン
ウ
ー
モ
ー
経
蔵
庫
の
壁
画
と
も
重
な
り
ま
す
。
入
っ
て
正
面
の
壁
、
上
か
ら
五
層
目
、
左
端
か
ら

右
端
ま
で
を
使
っ
て
、「
大
ト
ン
ネ
ル
前
生
物
語
」
に
お
い
て
マ
ホ
ー
サ
ダ
を
攻
撃
す
る
百
一
国
の
兵
士
が
描

か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
詞
書
に
、「
ピ
ン
サ
ラ
リ
王
、
ケ
ー
ウ
ッ
・
バ
ラ
モ
ン
等
は
、
百
一
の
王
達
と
合
同

で
、
ウ
イ
デ
ハ
リ
ッ
国
を
攻
撃
す
べ
く
、
前
進
し
た
と
こ
ろ
の
、
百
一
の
人
種
で
あ
る
ブ
ラ
マ
ー
、
タ
ラ
イ
ン
、

シ
ャ
ン
、
ユ
ン
、
ジ
ュ
ン
、
フ
モ
ン
、
カ
ラ
ー
、
ヨ
ー
ダ
ヤ
ー
、〔
中
略
〕、
チ
ン
、
ピ
ョ
ー
、
ラ
ワ
、 

ト
ウ
タ
ン
、

パ
ン
デ
ィ
、
リ
ン
の
百
一
の
人
種
」
と
し
て
、
百
一
の
人
種
名
が
す
べ
て
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
ウ
ー
・

カ
ン
タ
ー
や
イ
ン
サ
ウ
年
代
記
の
そ
れ
と
、
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
す
。

　

フ
ラ
ウ
ン
ウ
ー
モ
ー
経
蔵
庫
の
場
合
、
人
種
像
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
い
ち
い
ち
対
応
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
が
、

百
一
の
人
種
構
成
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
と
同
じ
理
解
に
立
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
経
蔵
庫
に
あ
る
人
物
等
の
様
式
描
写
は
、
ニ
ャ
ウ
ン
ヤ
ン
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
大
野
徹
氏
に
よ
れ
ば
詞
書
の
書
体
は
コ
ン
バ
ウ
ン
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

つ
ま
り
本
壁
画
は
一
八
世
紀
後
半
、
シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
の
「
百
一
の
人
種
」
図
の
壁
画
に
し
て
も
、
判
読
で
き
る
も
の
が
ご
く
限
ら
れ
て

い
る
の
で
、簡
単
に
結
論
は
下
せ
ま
せ
ん
が
、残
っ
て
い
る
も
の
で
判
断
す
る
か
ぎ
り
、当
時
の
「
百
一
の
人
種
」

図
は
、
イ
ン
サ
ウ
年
代
記
系
統
の
知
識
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
よ
う
で
す
。
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個
人
に
よ
る
想
像
の
産
物

　

で
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
、「
百
一
の
人
種
」
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
の
他
に
も
「
百
一
の
人
種
」
図
が
描

か
れ
て
い
る
の
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
ト
ン
・
ス
ー
・
タ
ン
・
タ
ウ
ン
・
パ
ヤ
ー
（
サ
ー
リ
ン
ヂ
ー
町
に

あ
る
窟
院
）、
ミ
ン
・
イ
ェ
・
パ
ヤ
ー
（
ア
ミ
ン
町

に
あ
る
窟
院
）、
コ
ー
・
カ
ン
・
ヂ
ー
・
グ
ー
・
パ

ヤ
ー
（
ミ
ン
ブ
ー
市
に
あ
る
戒
壇
）、
マ
シ
カ
ナ
・

シ
ビ
イ
ー
ン
シ
・
ゼ
ー
デ
ィ
ー（
ア
ネ
イ
ン
町
ト
ー

ン
パ
ン
フ
ラ
村
に
あ
る
一
〇
三
番
窟
院
）
な
ど
は
、

判
読
で
き
る
も
の
が
一
〇
点
ほ
ど
し
か
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
入
口
付
近
や
下
の
方
に
描
か
れ
て
い

る
場
合
が
多
い
の
で
、
汚
損
し
た
も
の
は
修
復
さ

れ
ず
に
す
べ
て
石
灰
で
塗
り
固
め
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
ミ
ン
・
イ
ェ
・
パ
ヤ
ー
の
も
の
は
、

二
〇
一
六
年
八
月
に
訪
れ
た
お
り
に
は
、
も
う
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
で
も
残
っ
て
い
る
人
種
像
を
相
互
に
比
較

図1　リンタウン

シン・ピン・プイン・
ラン・パヤー

ミン・イェ・パヤー
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す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
図
１
は
、
リ
ン
タ
ウ
ン
と
い
う
人
種
の
図
に
つ
い
て
、
シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ

ン
・
パ
ヤ
ー
と
ミ
ン
・
イ
ェ
・
パ
ヤ
ー
の
も
の
を
並
べ
た
も
の
で
す
。
ま
た
図
２
は
リ
ン
ベ
ー
を
シ
ン
・
ピ
ン
・

プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
と
ト
ン
・
ス
ー
・
タ
ン
・
タ
ウ
ン
・
パ
ヤ
ー
で
比
較
し
た
も
の
で
す
。
リ
ン
タ
ウ
ン

も
リ
ン
ベ
ー
も
、
恐
ら
く
カ
ラ
ー
群
に
属
す
る
人
種
で
、
絵
師
に
と
っ
て
も
、
こ
の
図
を
み
る
人
に
と
っ
て
も
、

あ
ま
り
な
じ
み
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
違
い
は
、
絵
師
に
よ
る
タ
ッ
チ
の
違
い
を
越

え
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
に
も
、
誰
で
も
よ
く
見
知
っ
て
い
た
と
思
え
る
タ
ヨ
ゥ
、
タ
ト
ー
ン
、

図2　リンベー

シン・ピン・プイン・
ラン・パヤー

トン・スー・タン・
タウン・パヤー

図3　左からカレン、チン、タラー、カットゥ
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タ
パ
テ
ィ
ー
、ベ
イ
サ
ー
、モ
ン
（
タ
ラ
イ
ン
）
な
ど
、窟
院
ご
と
相
互
に
比
較
し
て
み
て
も
、こ
と
ほ
ど
左
様
で
、

ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
図
像
で
表
さ
れ
た
風
体
の
違
い
は
、
お
お
ま
か
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
人
種
に
つ
い
て

共
通
の
理
解
、
つ
ま
り
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

民
族
衣
装

　

ま
た
図
３
は
シ
ン
・
ピ
ン
・
プ
イ
ン
・
ラ
ン
・
パ
ヤ
ー
に
あ
る
カ
レ
ン
、
チ
ン
、
タ
ラ
ー
、
カ
ッ
ト
ゥ
の
画

像
を
取
り
出
し
た
も
の
で
す
が
、
カ
レ
ン
と
チ
ン
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
カ
レ
ン
や
チ
ン
と
い
う
名
前
の
民
族

は
、
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。
カ
レ
ン
は
主
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
南
部
の
デ
ル
タ
地
域
か
ら

東
南
部
の
山
地
に
か
け
て
、
チ
ン
は
西
部
山
地
の
住
民
で
す
。
こ
れ
を
こ
こ
ろ
み
に
現
在
の
表
象
で
示
し
た
も

図4　現代カレンの表象

図5　現代のチンの表象
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の
が
図
４
と
図
５
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
二
〇
〇
二
年
末
ヤ
ン
ゴ
ン
の
東
部
に
開
園
し
た
連
邦
民
俗
村
の
資
料
館
に

展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

カ
レ
ン
や
チ
ン
に
は
い
ろ
い
ろ
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、
言
語
、
風
俗
、
習
慣
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、現
実
に
は
こ
う
し
た
一
種
類
の「
民
族
衣
装
」で
代
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
３
と
比
較
す
る
と
、

カ
レ
ン
も
チ
ン
も
、
同
一
の
人
種
を
表
象
し
た
も
の
と
は
と
て
も
い
え
ま
せ
ん
。
壁
画
の
チ
ン
は
、
顔
に
入
れ

墨
を
す
る
と
い
う
特
徴
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
着
物
は
今
と
は
違
う
。
一
部
の
チ
ン
が
し
て
い
た
顔
の

入
れ
墨
は
し
だ
い
に
廃
れ
、
そ
の
風
俗
も
変
化
し
た
か
ら
、
図
５
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と

も
図
3
の
絵
師
が
、
実
情
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
当
時
で
も
か
な
り
身
近
で
あ
っ
た
人
種
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
共

通
し
た
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
同
一
の
人
種
図
が
各
窟
院
に
よ
っ
て
様

ざ
ま
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
も
し
現
在
の
よ
う
に
、
あ
の
人
種
は
こ
う
だ
、
こ
の
民
族
の
習
慣
は
、
と
い
う
よ

う
な
思
考
方
法
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
人
種
の
名

前
は
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
人
に
よ
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し

か
も
、
コ
ン
バ
ウ
ン
時
代
の
人
種
イ
メ
ー
ジ
そ
れ
ぞ
れ
は
、
現
代
の
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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三　

現
代
の
「
民
族
」
区
分

　

そ
れ
で
は
こ
こ
で
現
代
の
「
民
族
」
区
分
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
、

外
国
人
を
除
い
て
一
三
五
種
の
人
種
（race

）
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
明
瞭
な
一
三
五
の
人
種
区
分

　

そ
の
内
訳
に
つ
い
て
公
式
に
は
、
一
九
九
〇
年
九
月
二
六
日
付
の
『
労
働
者
人
民
日
報
』
紙
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。（
髙
谷
紀
夫
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
全
体
を
大
き
く
八
群
に
わ
け
、
カ
チ
ン
群
と
し
て
一
二
種
、
カ
ヤ
ー

群
が
九
種
、
カ
レ
ン
群
一
一
種
、
チ
ン
群
五
三
種
、
ビ
ル
マ
群
九
種
、
モ
ン
群
一
種
、
ヤ
カ
イ
ン
群
七
種
、
シ
ャ

ン
群
三
三
種
と
し
て
い
ま
す
。「
百
一
の
人
種
」
に
く
ら
べ
る
と
、
群
区
分
や
人
種
数
も
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

群
に
つ
い
て
は
、ビ
ル
マ
群
、モ
ン
群
、シ
ャ
ン
群
は
同
じ
で
す
が
、カ
レ
ン
や
チ
ン
は
、「
百
一
の
人
種
」
で
は
、

い
ず
れ
の
リ
ス
ト
で
も
単
に
一
つ
の
人
種
名
に
す
ぎ
ま
せ
ん
し
、
カ
ヤ
ー
に
い
た
っ
て
は
そ
の
名
前
さ
え
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
百
一
が
一
三
五
に
増
加
し
て
い
る
の
で
す
が
、
単
に
三
四
種
が
新
た
に
加
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
一
般
に
目
に
す
る
壁
画
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ウ
ー
・
カ
ン
タ
ー
の
分
類
と
比
べ
て
も
、
同
じ
も
の
は
一
二
種
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
一
三
五
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
「
在
来
の
民
族
」
で
す
か
ら
、「
百
一
の
人
種
」
の
カ
ラ
ー
群
は
除
く
必
要
が
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ウー・カンター ウー・カンター ウー・カンター

သုံထုံ မနွ် မွန်စု ပနလဟာ ဇိုးထုံး ချင်းစု ကစံက် ကချင် ကချင်စု
သတု္ထ ံ မနွက်ရင် ကရင်စု ပနး် ဇိုဖေ ချင်းစု ကစံို ကဒးူ (ခုံကးူ) ဗမာစု
သထူးဲ မာရင် ချင်းစု ပနး်ဖထာငး် တနဒ်းူ ချင်းစု ကချင် ကမန် ရခုိင်စု
သဖူရာင် မိုးပာွ ကရင်စု ပနး်ဖသး တဖပါင် ချင်းစု
သလူှီ မိုငး်သာ ရမ်ှးစု ပပုမး် တွဲ ကရင်စု

ပပူ တာဒ့ိုး ချင်းစု ကတးူ ကယား ကယားစု
ဖပပာ့ တိုငး်လျှမ် ရမ်ှးစု ကန္ီတ ကရင် ကရင်စု

ဟနိ္ဒ မအီဲ ချင်းစု ပဏု္ဏား တိုငး်လယွ် ရမ်ှးစု ကမး်ပမင့် ကရငပ်ေူ ကရင်စု
အငက်ျယ် ဖမာဖနပာွး ကရင်စု ေဿု တိုငး်လုံ ရမ်ှးစု
အာဿာ ဖမာရမှး် ရမ်ှးစု ပဗာဘာ တိုငး်ဖလ့ ရမ်ှးစု
အမိပ်တ် ယငး်ကကား ရမ်ှးစု ဖဗာဓိ တိုငခ်ျွနး် ချင်းစု ကျတံန် ကဖလှပာွ ကရင်စု
ဥဿရာ ယငး်တလဲ ကယားစု ကရင် ကွီ ရမ်ှးစု
ဥဿာ ယငး်ဖတာ် ကယားစု ကကညး် ကိုးကန် ့ ရမ်ှးစု

ယငး်နက် ရမ်ှးစု ပမနမ်ာ ဖတဇန် ချင်းစု
ယနွး် (လအို) ရမ်ှးစု မာလမိ် ဖတာငရ်ိုး ရမ်ှးစု
ဖယာ ဗမာစု မစိ္ဆာ ဖတာရ် ချင်းစု ကလုား ခခု ကချင်စု
ရခိုင် ရခုိင်စု မဖိဿ ထားဝယ် ဗမာစု ချငး် ခန္ီတး ရမှး် ရမ်ှးစု
ရဘနိး် ဗမာစု ယမွး် ဒငမ်် ချင်းစု ချညဆု်ပ် ခမွီး ရခုိင်စု
ရဝမ် ကချင်စု ယိုးဒယား ဒဖလာင် ကချင်စု ချွံ ခမီ ချင်းစု
ရမှး် ရမ်ှးစု ရခိုင် ဒိုင ်(ယငဒ်းူ) ချင်းစု ချွမး် ခမူ ရမ်ှးစု
ရမှး်ကကးီ ရမ်ှးစု ရနမ်န် ဒိုငး်နက် ရခုိင်စု ခဝါ ချငး် ချင်းစု
ရမှး်ကဖလး ရမ်ှးစု ရမှး် ဒရုင် ကချင်စု
ရို ကချင်စု ဖရဆွ ဓနု ရမ်ှးစု
ဖရာငထ်ု ချင်းစု ဖရမးီတကွ် နာဂ ချင်းစု ခူ ခာွဆငး်မ် ချင်းစု
လငတ်ဲ ချင်းစု ဖရသူ ပတးူ ကရင်စု ဂျွမး် ဖခါငစ်ို ချင်းစု
လျငး်တု ချင်းစု လငု ပနမး် ချင်းစု စငက်ကံ ဖခါငဆုိ်ငခ်ျငး် ချင်းစု
လရှီ (လာချစ် ကချင်စု လငး် ပရ ဲ(ကဖယာ) ကယားစု စန္ဒာ ဖခါနိူ း ချင်းစု
လယွလ် ရမ်ှးစု လငး်သက် ပဖလး ရမ်ှးစု စပနိ် ဂဏနး် ဗမာစု
လားဟူ ရမ်ှးစု လငဖ်စာ ပဖလကကးီ ကရင်စု စနိ် ့ ဂနဘ်ဲ ချင်းစု
လိုင် ချင်းစု လငဖ်ဆာင် ပဖလာင် ရမ်ှးစု ဖဇတတု် ဂျနိး်ဖော ကချင်စု
လိုငဇ်ီ ချင်းစု ဖဇာကာ ဖဂးွတဲ ချင်းစု
လဆူီး ကချင်စု ဖဇာဂ်ီ ဂုံ (ခနွ)် ရမ်ှးစု

တနသသာရီ ဖဂခို ကယားစု
တနု ဖဂဘား ကယားစု

ဖလးမမို ချင်းစု လဘဲ့ ပိုး　(ကရင)် ကရင်စု တယသီ ဖဂါ်ရီ ကချင်စု
ဖလာကထ်ူ ချင်းစု လပမင် ေျင် ရမ်ှးစု တရက် စဖကာ(ကရင)် ကရင်စု
သက် ရခုိင်စု လဝိ ေနုး်(ေနွ)် ဗမာစု တရပု် စဖနာ ရမ်ှးစု
သအို ရမ်ှးစု လဝိုက် ဗမာ ဗမာစု တဖရာ စုံ (ဆံ) ရမ်ှးစု
ဟာွလင်ို ချင်းစု လဟု မကနး် ချင်းစု တလိုငး် ဆငထ်န် ချင်းစု
အင် ရမ်ှးစု လဟတု် မတူ ချင်းစု ဖတာကာ ဆလိုငး် ချင်းစု
အငး်သား ရမ်ှးစု လဖဟာက် မနမူဖနာ ကယားစု ဖတာငလ်ာ ဆလုံ ဗမာစု
အဇးီ ကချင်စု ဖတာငသ်ူ ဆုိငး်တန် ချင်းစု
အနန် ချင်းစု ထားဝယ် ဆီစာနန် ချင်းစု
အနးူ ချင်းစု ဝတက် မရမာကကးီ ရခုိင်စု

ဖဝါကစပံ မရ(ုဖလာဖ်ဂါ်) ကချင်စု
သက္က သဲ မမတိ် ဗမာစု ပငက်ာ ဇယမိး် ကယားစု

အိုကတ်ယွ် ရမ်ှးစု သက် မမို ရခုိင်စု ပငဝ်ါ ဇနွး် ချင်းစု
အပူူ ချင်းစု သရက် ဖပမာငဇ်းီ ရမ်ှးစု ပဋကိ္က ယား ဇာဖတာင် ချင်းစု
ဖအာ၀ခမီ ချင်းစု သဃိို မငွး် ချင်းစု ပတ္တ ကးဲ ဇို ချင်းစု

表1　１３５人種と「101の人種」

註　便宜上，ビルマ語のアルファベット順にした

ပအိုဝ့် 
(ဖတာငသ်ူ)

ရမ်ှးစု

ဟာရီ မရီမ ်(ဖခါ်) မရာ ချင်းစု

ကငး်ကကည်
ကယမး် 
(ပဖဒါင)်

ကယားစု

ကလငဖ်တာ 
(လဖူရ)ှ

ချင်းစု

ကသညး်
ဖကာ ်
(အခါအဖီကာ)

ရမ်ှးစု

ကမး်ယံ

ခမုး်
ခနွလ် ီ(ဖခါ်) 
ဆငမ််

ချင်းစု

ဓါဝီ
ဇနည်ပှ ်
(ဇနန်ယိပ)်

ချင်းစု

မျကန်ာှမညး်
တးီတနိ ်
(တဒဲငမ်)်

ချင်းစု

လငတ်ကိာ

လငဖ်သ
ပါကငး်မ ်(ဖခါ်)
 မရို

ချင်းစု

ဖလာရာ မယတ်ိုင ်(ကသ)ဲ ချင်းစု

လရူိုငး် (လဖူရ)ှ ချင်းစု

အရိုချငး် 
(ဖပမပပန်)့

ချင်းစု

表2　135人種と「101の人種」
註　便宜上、ビルマ語のアルファベット順にした
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あ
り
ま
す
が
。
現
代
に
あ
っ
て
は
、
カ
チ
ン
や
カ
レ
ン
、
チ
ン
な
ど
が
や
た
ら
細
か
く
分
類
さ
れ
、
先
ほ
ど
も

述
べ
ま
し
た
よ
う
に
新
た
に
カ
ヤ
ー
が
識
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ビ
ル
マ
群
に
し
て
も
モ
ン
群
に
し
て
も

そ
の
下
位
区
分
は
、
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
し
、
シ
ャ
ン
群
も
同
一
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
は
ユ
ン
、
シ
ャ
ン

の
二
種
に
す
ぎ
ま
せ
ん
（
表
２
）。

　

こ
う
な
る
と
、
一
三
五
種
を
「
百
一
の
人
種
」
の
延
長
上
で
捉
え
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。

一
三
五
の
人
種
で
、
そ
の
名
前
が
一
八
世
紀
末
に
存
在
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
す
。
一
三
五

種
の
区
分
は
、
新
聞
の
政
府
見
解
に
よ
る
と
、
一
九
八
三
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
セ
ン
サ
ス
（
国
勢
調
査
）
時
に

使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
リ
ス
ト
を
用
い
て
、
人
種
に
つ
い
て
の
回
答
を
も
と
め
、
集

計
し
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
一
九
三
一
年
に
英
領
下
で
実
施
さ
れ
た
セ
ン
サ
ス
の
人
種
区
分
、

「
一
九
五
三
年
度
の
人
種
リ
ス
ト
」、
一
九
六
一
年
文
化
省
古
典
文
化
局
の
企
画
提
案
、
同
年
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
歴

史
委
員
会
の
提
案
、
一
九
七
二
年
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
社
会
主
義
計
画
党
中
央
委
員
会
在
来
民
族
問
題
部
会
で
の
検

討
な
ど
を
斟
酌
し
、
慎
重
に
協
議
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
一
九
五
三
年
度
の
人
種
リ
ス
ト
」
と
い
う
の
は
、
一
九
五
三
年
度
に
お
こ
な
わ
れ
た
セ
ン
サ
ス
時
に
使
用
さ

れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
成
果
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
一
九
六
二
年
以
後
ビ
ル
マ
社
会
主
義
計
画

党
が
単
独
で
政
権
を
掌
握
し
た
後
、
連
邦
団
結
の
た
め
「
民
族
（
人
種
）」
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
の
習
慣
や
伝
統
を

知
る
た
め
と
い
う
目
的
の
た
め
、
一
九
六
四
年
か
ら
国
内
の
歴
史
学
者
や
文
化
人
類
学
者
を
動
員
し
て
、
人
種

慣
行
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
人
種
群
ご
と
一
冊
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あ
て
全
八
冊
を
刊
行
し
て
い
ま
す
が
、
た
ぶ
ん
こ
の
成
果
も
生
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

紆
余
曲
折
し
た
英
領
下
の
人
種
分
類

　

そ
し
て
、
参
考
に
し
た
と
い
う
英
領
下
で
の
一
九
三
一
年
セ
ン
サ
ス
で
す
が
、
こ
の
報
告
書
を
み
て
み
ま
す

と
、
住
民
は
ビ
ル
マ
群
一
六
種
、
ロ
ロ
・
ム
ソ
（Lolo-M

uhso

）
群
一
二
種
、
ク
キ
・
チ
ン
群
四
五
種
、
ナ
ガ

群
二
種
、
カ
チ
ン
群
九
種
、
サ
ッ
ク
（
ル
イ
）（Sak

（Lui

））
群
六
種
、
ミ
シ
ュ
ミ
（M

ishm
i

）
群
一
種
、
マ

ロ
（M

ro

）
群
一
種
、
タ
イ
群
一
一
種
、
マ
レ
ー
群
二
種
、
モ
ン
群
一
種
、
パ
ラ
ウ
ン
・
ワ
群
一
一
種
、
カ
レ

ン
群
一
七
種
、マ
ン
群
二
種
、中
国
群
四
種
、イ
ン
ド
・
ビ
ル
マ
人
四
種
、イ
ン
ド
人
三
八
種
、そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
、中
国
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
除
け
ば
一
五
群
一
四
〇
種
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
現
代
の
一
三
五
種
と
は
群
分
類
も
違
い
ま
す
し
、
ビ
ル
マ
群
を
み
て
も
現
代
の
も
の
は
九
種
で
、
そ

の
う
ち
ガ
ド
ゥ
ー
、
ガ
ナ
ン
、
サ
ロ
ン
は
、
一
九
三
一
年
の
一
六
種
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
サ
ロ
ン
は
マ
レ
ー

群
に
、
ガ
ド
ゥ
ー
と
ガ
ナ
ン
は
、
サ
ッ
ク
（
ル
イ
）
群
と
し
て
識
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
表
３
を
み
て
下
さ
い
。
今
度
は
一
三
五
の
人
種
を
一
九
三
一
年
の
セ
ン
サ
ス
分
類
と
比
較
し
た
も
の
で
、
い

ず
れ
も
便
宜
上
、
人
種
名
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
に
並
べ
て
あ
り
ま
す
。
双
方
そ
れ
ぞ
れ
で
英
語
名
、
ビ
ル
マ
語
名
と
表

記
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
人
種
名
が
一
致
す
る
の
は
六
五
種
し
か
あ

り
ま
せ
ん
（
網
掛
け
）。
そ
の
う
ち
群
名
も
同
一
の
も
の
は
三
七
種
の
み
で
す
。
一
九
三
一
年
の
セ
ン
サ
ス
時
か

ら
一
三
五
の
人
種
名
が
確
定
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
地
理
的
範
囲
は
そ
れ
ほ
ど
違
い
ま
せ
ん
し
、
時
間
も
五
〇
年
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群 民族名 民族名 群 群 民族名 民族名 群

表３　１３５の人種と１９３１年のセンサス分類

表3　135の人種と1931年のセンサス分類
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ほ
ど
し
か
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

単
純
に
考
え
て
、
こ
の
六
五
種
の
人
び
と
や
そ
の
子
孫
が
、
そ
の
ま
ま
同
じ
人
種
と
し
て
数
え
ら
れ
た
と
し

て
も
、
七
〇
種
の
人
び
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
名
前
で
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
同
一

の
人
種
が
、
別
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
数
は
多
す
ぎ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
一
三
五
種
が
一
九
三
〇
年
代
に
存
在
し
て
い
た
と
は
と
て
も
い
え
ま
せ
ん
。

　

英
領
時
代
の
セ
ン
サ
ス
は
、
一
八
七
二
年
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
に
お
こ
な
わ
れ
た
一
八
八
一
年
か
ら
は
一
〇

年
ご
と
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
匹
敵
す
る
地
域
は
一
八
八
五
年
末
に
英
領
下
に
は
い
り

ま
す
の
で
、
一
八
九
一
年
か
ら
の
セ
ン
サ
ス
が
全
土
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
て
周
縁
地

域
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
種
の
識
別
方
法
に
つ
い
て
も
、
そ
の
都
度
試
行
錯
誤
が
繰
り

返
さ
れ
、
最
初
の
一
八
七
二
年
は
、
主
と
し
て
宣
教
師
の
文
献
を
参
考
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
一
八
八
一
年
は
、
民
族
・
人
種
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
カ
ー
ス
ト
お
よ
び
母
語
と
出
生
地
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
る
分
類
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
親
の
言
語
や
出
生
地
で
は
、「
民
族
」
や
人
種
は
特
定
で
き
ず
、
こ
れ
で
は
住
民
構
成
は
描
け
な

い
と
し
て
、
一
八
九
一
年
に
は
人
種
お
よ
び
部
族
と
い
う
項
目
が
復
活
し
ま
す
。
た
だ
カ
ー
ス
ト
は
こ
の
地
に

お
い
て
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
一
九
〇
一
年
に
は
カ
ー
ス
ト
、
人
種
に
加
え
部
族
な
る
項

目
に
よ
り
、
不
十
分
と
し
な
が
ら
も
「
科
学
的
」
手
法
つ
ま
り
民
族
学
の
手
法
も
導
入
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ

の
方
法
は
一
九
一
一
年
も
継
続
さ
れ
ま
す
が
、
一
九
二
一
年
に
は
提
示
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
人
種
と
部
族
、
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一
九
三
一
年
に
は
人
種
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
民
族
」
や
人
種
間
の
区
分
線
は
、
最
初
か

ら
決
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
新
た
な
基
準
を
設
定
し
つ
つ
何
度
も
引
き
直
さ
れ
、
作
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

宗
教
に
注
目
し
た
セ
ン
サ
ス

　

は
じ
め
て
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
的
規
模
で
実
施
さ
れ
た
一
八
九
一
年
の
セ
ン
サ
ス
報
告
書
を
み
る
と
、
ど
の
よ
う

な
人
種
が
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ー
ス
ト
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
、
五
三
の
人
種
が
識
別
さ

れ
て
い
ま
す
。
識
別
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の
来
歴
や
言
語
、
風
俗
・
習
慣
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
は
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
、
人
種
の
分
類
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
住
民
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
・
宗
教
を
奉
じ
て
い
る

か
に
大
き
な
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
カ
ー
ス
ト
の
区
分
基
準
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
か
ら
持
っ
て
き
た
も

の
で
し
ょ
う
が
、
植
民
地
政
府
が
、
住
民
の
動
向
は
カ
ー
ス
ト
と
宗
教
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
と
考
え
て
い
た

か
ら
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
種
の
う
ち
三
五
種
に
つ
い
て
は
大
き
く
ビ
ル
マ
、
中
国
、
チ
ン
、
カ
レ
ン
、
カ
チ
ン
群
に
わ
け
、
そ
の
下

位
区
分
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
群
の
内
訳
を
示
せ
ば
、
ビ
ル
マ
群
は
ビ
ル
マ
、
ヤ
カ
イ
ン
、
チ
ャ
ウ
ン

タ
ー
、
サ
ロ
ン
、
タ
ラ
イ
ン
、
ダ
ウ
ェ
ー
（
タ
ボ
イ
）、
ヤ
ベ
イ
ン
、
ザ
バ
デ
ィ
の
八
種
、
中
国
群
が
中
国
、
パ

ン
テ
ィ
、
中
国
・
ビ
ル
マ
の
三
種
、
チ
ン
群
は
チ
ン
、
チ
ン
・
テ
ッ
、
チ
ン
・
ダ
イ
ン
ネ
ッ
な
ど
一
一
種
、
カ

レ
ン
群
は
四
種
、カ
チ
ン
群
は
九
種
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
一
八
種
は
カ
テ
ー
、チ
ャ
ッ
ト
リ
ー
、マ
テ
ー
、
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シ
ャ
ン
、
ダ
ヌ
ー
、
な
ど
で
す
。
ユ
ン
・
シ
ャ
ン
、
カ
ム
・
シ
ャ
ン
、
ラ
ワ
・
シ
ャ
ン
、
サ
モ
ン
・
シ
ャ
ン
も

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
シ
ャ
ン
群
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
王
国
支
配
か
ら
植
民
地
支
配
に
全
面

的
に
切
り
替
わ
っ
て
最
初
に
示
さ
れ
た
人
種
分
類
で
す
が
、
群
に
分
け
る
こ
と
以
外
は
、「
百
一
の
人
種
」
区
分

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
は
、
と
て
も
思
え
ま
せ
ん
。

　

一
九
〇
一
年
の
セ
ン
サ
ス
に
な
る
と
、「
在
来
の
人
種
（indigenous race

）」
と
い
う
区
分
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
こ
の
な
か
で
仏
教
・
精
霊
信
仰
者
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
、
ム
ス
リ
ム
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
の

他
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
、
人
種
名
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
な
ら
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
例
え
ば
、
ビ
ル
マ
群
が
ど
の
よ
う
な
人
種
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
、
一
目
で
は
分
か
り
に
く
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
在
来
の
仏
教
徒
と
し
て
、
五
七
種
が
列
挙
さ
れ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
以
下
に
は
、
在
来
そ

れ
以
外
の
区
別
が
な
い
の
で
、
以
前
か
ら
居
住
し
て
い
た
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
ザ
ー
バ
デ
ィ
（Zabadi

）
な
ど
は
、

人
種
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
ナ
ガ
は
、
非
在
来
の
仏
教
・
精
霊
信
仰
者

に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
報
告
書
に
は
、
い
ま
で
い
う
文
化
人
類
学
的
調
査
・
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

人
種
の
分
類
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
分
類
も
、
前
回
に
倣
っ
た
も
の
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

群
に
よ
る
分
類

　

一
九
一
一
年
に
な
る
と
、
や
は
り
人
種
は
流
動
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
区
分
は
困
難
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

74



八
つ
の
大
区
分
の
も
と
、
全
体
を
八
一
種
に
分
け
て
い
ま
す
。
ま
ず
ビ
ル
マ
群
と
し
て
、
ビ
ル
マ
、
ヤ
カ
イ
ン
、

タ
ウ
ン
ヨ
ー
な
ど
一
三
種
、カ
チ
ン
・
ビ
ル
マ
混
血
群
が
ラ
シ
、タ
シ
（
サ
ジ
）
な
ど
四
種
、ロ
ロ
群
と
し
て
ロ
ロ
、

リ
ス
な
ど
六
種
、
ク
キ
・
チ
ン
群
と
し
て
は
っ
き
り
分
類
で
き
な
い
人
種
と
、
チ
ン
丘
陵
に
す
む
チ
ン
部
族
・

氏
族
と
し
て
、
タ
ド
、
ヨ
ー
な
ど
一
七
種
、
パ
コ
ッ
ク
丘
陵
の
部
族
と
し
て
チ
ン
ボ
ウ
、
チ
ン
ボ
ン
な
ど
四
種
、

そ
れ
に
北
ヤ
カ
イ
ン
に
住
む
チ
ン
群
の
部
族
、
上
チ
ン
ド
ウ
ィ
ン
県
に
住
む
チ
ン
部
族
。
そ
れ
に
チ
ン
丘
陵
か

ら
ヤ
カ
イ
ン
丘
陵
に
か
け
て
住
む
、
タ
ウ
ン
タ
ー
族
、
ダ
イ
ン
ネ
ッ
族
、
カ
ミ
族
。
そ
し
て
カ
チ
ン
に
つ
い
て

は
下
位
区
分
が
示
さ
れ
ず
、
シ
ャ
ン
す
な
わ
ち
タ
イ
群
と
し
て
シ
ャ
ン
、
タ
イ
・
ロ
イ
な
ど
六
種
、
カ
レ
ン
群

と
し
て
カ
レ
ン
（
ス
ゴ
ー
、
ポ
ー
、
不
明
）、
タ
ウ
ン
ト
ゥ
ー
な
ど
一
一
種
。
タ
ラ
イ
ン
は
下
位
区
分
な
し
で
、

パ
ラ
ウ
ン
・
ワ
群
が
パ
ラ
ウ
ン
、
パ
レ
ー
な
ど
八
種
、
ミ
ャ
オ
、
ヤ
オ
、
そ
れ
に
サ
ロ
ン
（
モ
ー
ケ
ン
）
と
い
っ

た
具
合
で
す
。

　

こ
の
段
階
で
、エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
に
住
む
人
種
を
、前
回
一
九
〇
一
年
の
セ
ン
サ
ス
で
「
在
来
の
人
種
」

と
そ
れ
以
外
に
分
け
た
こ
と
に
加
え
、
こ
れ
を
群
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
復
活
し
ま
し
た
。
た
だ
、
ク
キ
・

チ
ン
群
の
下
位
分
類
が
、
一
方
で
言
語
や
風
俗
で
と
し
つ
つ
も
、
居
住
地
で
分
け
た
り
、
カ
チ
ン
・
ビ
ル
マ
混

血
群
を
設
定
し
た
り
す
る
な
ど
一
定
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
こ
う
し
た
人
種
の
居
住
す
る
、
ヤ
カ
イ
ン
北
部
や

上
チ
ン
ド
ウ
ィ
ン
県
、
ミ
ッ
チ
ー
ナ
県
が
い
ま
だ
政
庁
の
管
理
下
に
は
い
っ
て
お
ら
ず
、
セ
ン
サ
ス
が
お
こ
な

え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
は
っ
き
り
い
っ
て
、
人
を
人
種
で
分
類
す
る
こ
と
自
体
の
問
題
を

さ
ら
け
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
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分
類
法
の
完
成

　

こ
れ
が
一
九
二
一
年
セ
ン
サ
ス
に
な
る
と
、
い
ち
お
う
ビ
ル
マ
群
一
六
種
、
ロ
ロ
・
ム
ソ
（Lolo-M

uhso

）

群
一
一
種
、
ク
キ
・
チ
ン
群
四
〇
種
、
ナ
ガ
群
三
八
種
、
カ
チ
ン
群
九
種
、
サ
ッ
ク
（
ル
イ
）（Sak

（Lui

））

群
四
種
、
ミ
シ
ュ
ミ
（M

ishm
i

）
群
一
種
、
ム
ロ
（M
ro

）
群
一
種
、
タ
イ
群
一
四
種
、
マ
レ
ー
群
二
種
、
モ

ン
群
一
種
、
パ
ラ
ウ
ン
・
ワ
群
一
〇
種
、
カ
レ
ン
群
一
七
種
、
マ
ン
群
二
種
、
中
国
群
二
種
、
イ
ン
ド
・
ビ
ル

マ
人
三
種
、イ
ン
ド
人
四
一
種
と
し
て
、整
理
が
進
み
ま
す
。
一
八
九
一
年
以
来
、主
要
関
心
事
で
あ
っ
た
宗
教
・

信
仰
の
分
類
が
後
景
に
退
き
、ま
ず
は
人
種
分
類
・
分
布
が
「
明
ら
か
」
に
さ
れ
、そ
の
各
々
に
つ
い
て
、仏
教
徒
、

精
霊
信
仰
者
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ム
ス
リ
ム
の
内
訳
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
群
の
名
称
や
そ
の
内
容
は
一
九
一
一
年
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
く
、
同
じ
種
族
が
別
の
群
に
分

類
さ
れ
た
り
、
一
つ
の
種
族
が
二
つ
に
分
離
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ビ
ル
マ
群
は
前
回
、
一
三
種
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、今
回
は
一
六
種
と
し
て
、そ
の
う
ち
一
〇
種
が
前
回
と
同
様
で
、六
種
は
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
、

前
回
の
ポ
ン
は
民
族
と
し
て
の
認
定
か
ら
外
れ
、
カ
ド
ゥ
ー
は
サ
ッ
ク
群
に
、
タ
マ
ン
は
ク
キ
・
チ
ン
群
に
分

類
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
ヤ
ン
ビ
ェ
、
メ
ル
ギ
ー
、
プ
ン
、
ア
ツ
ィ
は
今
回
新
た

に
認
定
さ
れ
、
ラ
シ
と
マ
イ
ン
タ
は
カ
チ
ン
・
ビ
ル
マ
混
血
群
に
は
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

群
名
と
数
は
一
九
三
一
年
に
受
け
継
が
れ
、
下
位
の
種
別
に
つ
い
て
も
増
減
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
ロ
ロ
・
ム
ソ
（Lolo-M

uhso

）
群
と
し
て
一
九
二
一
年
に
分
類
さ
れ
て
い
た
ア
カ
（A

kha

）
は
、
言
語

と
し
て
は
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
種
族
と
し
て
は
コ
ー
（K

aw
）
族
と
さ
れ
、
一
九
三
一
年
の
ク
イ
ン
パ
ン
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（K
hw

inpang

）
は
、一
九
二
一
年
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
ク
キ
・
チ
ン
群
も
四
〇
種
が
四
五
種
に
、

サ
ッ
ク
群
は
マ
リ
ン
が
新
た
に
付
け
加
わ
り
、
前
回
ク
キ
・
チ
ン
群
に
分
類
さ
れ
て
い
た
タ
マ
ン
が
こ
こ
に
は

い
り
、
計
六
種
に
増
え
ま
す
。
タ
イ
群
も
一
四
種
か
ら
、
シ
ャ
ン
ガ
レ
ー
、
シ
ャ
ン
ヂ
ィ
ー
、
タ
イ
・
ロ
イ
が

な
く
な
っ
て
一
一
種
に
な
り
ま
す
。
シ
ャ
ン
ガ
レ
ー
、
シ
ャ
ン
ヂ
ィ
ー
は
シ
ャ
ン
に
、
タ
イ
・
ロ
イ
は
以
前
か

ら
パ
ラ
ウ
ン
・
ワ
群
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
三
一
年
に
か
け
て
の
変
更
は
、
周
縁

山
岳
部
に
存
在
す
る
住
民
の
区
分
変
更
で
、
植
民
地
時
代
に
お
け
る
人
種
区
分
は
、
一
九
二
一
年
に
出
来
上
が
っ

て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

群
に
よ
る
人
種
区
分
へ

　

近
代
に
お
け
る
人
種
識
別
に
は
、こ
の
よ
う
に
、紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
特
に
独
立
後
は
、

一
九
五
三
年
の
セ
ン
サ
ス
報
告
書
を
み
ま
す
と
、
人
種
の
分
類
は
言
語
を
目
安
に
し
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
民

族
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、報
告
書
に
は
、お
お
き
く
七
つ
、つ
ま
り
ビ
ル
マ
、カ
レ
ン
、シ
ャ

ン
、
チ
ン
、
カ
チ
ン
、
カ
ヤ
ー
、
そ
の
他
に
つ
い
て
、
人
口
数
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

一
九
八
三
年
の
報
告
書
に
な
る
と
、
依
然
と
し
て
下
位
分
類
の
内
訳
数
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
群
と
し
て
カ

チ
ン
、
カ
ヤ
ー
、
カ
レ
ン
、
チ
ン
、
ビ
ル
マ
、
モ
ン
、
ヤ
カ
イ
ン
、
シ
ャ
ン
を
認
定
し
、
こ
れ
に
そ
の
他
「
在

来
人
種
」
を
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
口
数
が
提
示
さ
れ
ま
す
。
一
九
五
三
年
か
ら
み
る
と
群
が
七
つ
か
ら
九
つ

に
な
っ
た
の
で
す
。
新
し
く
モ
ン
と
ヤ
カ
イ
ン
が
追
加
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
主
要
な
構
成
人
種
群
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の
一
つ
と
し
て
認
定
さ
れ
た
の
は
、
反
政
府
勢
力
と
の
交
渉
結
果
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
、
下
位
分
類
が
何
で
あ
れ
、
統
計
で
示
さ
れ
る
の
は
七
も
し
く
は
九
の
人
種
群
の
分
布
で
す
。
植

民
地
時
代
の
よ
う
に
群
の
下
位
分
類
そ
れ
ぞ
れ
の
人
口
や
宗
教
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し

た
。
ビ
ル
マ
群
の
人
口
は
何
人
で
、
そ
れ
は
全
体
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
具
合
で
す
。
細
か
く
分
類
す
る
と
、

「
数
字
に
あ
や
ま
り
が
生
じ
る
」
か
ら
と
い
う
理
由
で
す
が
、
け
っ
き
ょ
く
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
九
つ
の
「
民
族
」
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
文
化
政
策
も
こ
の
分
類
に
立
っ
て
展
開
さ
れ
、

目
下
の
と
こ
ろ
一
三
五
の
細
か
い
区
分
は
、
あ
る
特
定
の
民
族
問
題
を
の
ぞ
き
、
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

人
の
分
類
は
、
言
語
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
風
俗
・
習
慣
等
を
加
味
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

従
っ
て
言
語
調
査
や
言
語
学
の
動
向
、
住
民
の
生
活
慣
行
調
査
に
よ
り
こ
の
区
分
は
変
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
あ
る
「
民
族
（
人
種
、
部
族
）」
と
し
て
識
別
さ
れ
て
い
た
人
が
、
別
の
「
民
族
」
の
一
員
と
さ
れ
、
新
た

に
名
前
を
与
え
ら
れ
た
り
、
逆
に
Ａ
と
識
別
さ
れ
て
い
た
人
が
、
Ｂ
と
識
別
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
り
、
は
た

ま
た
別
の
群
に
入
れ
ら
れ
た
と
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
。「
民
族
」
の
形
成
は
そ
の
個
人
が
よ
り

正
確
に
認
定
さ
れ
た
結
果
と
い
う
よ
り
、
そ
の
外
側
で
区
分
と
名
称
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た

結
果
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
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政
治
的
要
請
に
よ
る
人
種
分
類

　

こ
れ
は
境
界
や
周
縁
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
、
基
本
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
ま
す
が
、
セ
ン
サ

ス
の
通
覧
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
人
を
「
民
族
」
に
分
類
す
る
こ
と
の
恣
意
性
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
人

に
は
「
民
族
」
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
規
定
す
る
根
源
的
紐
帯
な
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
民
族
意
識

な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
え
ま
せ
ん
。
セ
ン
サ
ス
調
査
時
に
は
、
そ
の

こ
と
を
聞
け
ば
よ
い
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
セ
ン
サ
ス
時
に
起
こ
っ
た
問
題
は
、
ま
ず
は
リ
ス
ト
を
作
成
し
、

こ
れ
に
当
て
は
め
る
と
い
う
作
業
か
ら
生
じ
た
も
の
で
し
た
。
現
在
の
よ
う
に
本
人
が
自
覚
し
、
社
会
的
な
意

味
を
も
っ
て
日
々
こ
れ
が
更
新
さ
れ
て
い
れ
ば
、
つ
ま
り
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
起
こ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

そ
も
そ
も
人
に
「
民
族
」
の
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
る
の
は
、
こ
れ
を
群
に
し
て
ま
と
め
て
し
ま
う
と
い
う
の

と
同
様
、
個
々
人
を
直
接
管
理
し
よ
う
と
い
う
政
治
的
要
請
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
地
方
に
住
む
在
来
の
人
種
は
、
は
る
か
昔
、
何
処
か
ら
か
入
っ
て
き
て
、
こ
れ
が
枝

分
か
れ
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
い
う
理
解
の
も
と
、
と
り
わ
け
英
領
下
の
セ
ン
サ
ス
以
来
、
言
語
系
統
を

明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
人
種
の
系
統
図
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
営

為
は
、
人
び
と
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
の
性
格
や
行
動
様
式
を
知
る
際
の
参
考

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
管
理
の
発
想
に
よ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　
「
民
族
」
は
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
（
出
生
時
に
そ
の
よ
う
な
意
識
は
な
い
）、
ま
わ
り
が
認
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定
し
て
こ
れ
を
自
覚
さ
せ
、
本
人
も
そ
れ
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。
前
近
代
の
「
百
一
の
人
種
」
も
群
で
ま
と
め
、
そ
の
下
位
区
分
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
基
本

に
あ
る
も
の
が
分
派
し
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
仏
教
の
典
籍
に
も
あ
り
ま
す
が
、

近
代
の
よ
う
に
本
人
が
「
民
族
」
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
住
民
を
人
種
に
分
類
し
よ
う
と
し
た
の
は
確
か
で
す
。

四　

人
種
区
分
の
意
味

　

人
種
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
、「
百
一
の
人
種
」
内
容
が
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
と
か
、
ま
た
セ
ン

サ
ス
で
の
よ
う
に
、
そ
の
線
引
き
に
試
行
錯
誤
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
な
ど
起
こ
り
え
な
い
は
ず
で
す
。
た
と

え
実
体
が
存
在
し
、
識
別
法
が
よ
り
科
学
的
で
「
正
確
に
な
っ
て
」
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
間
本
人
や
ま
わ

り
の
生
活
も
変
化
し
て
い
く
の
で
、
名
前
や
内
容
を
永
続
的
に
確
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
何
度
も
く

り
か
え
し
ま
す
が
、
人
を
「
民
族
」
に
分
類
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
そ
う
し
た
の
で
あ
っ
て
、
存
在
す
る
も

の
に
単
に
名
付
け
た
、
も
し
く
は
ど
の
よ
う
な
名
前
を
付
け
た
ら
し
っ
く
り
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
名
称
そ

の
も
の
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
あ
る
集
団
の
一
員
と
し
て
み
な
さ
れ
た
り
、
自
称
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
た
か
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も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
一
つ
の
共
同
体
と
し
て
第
三
者
的
社
会
的
に
確
定
す
る
と
な
る
と
、
そ
こ
に
は
何

ら
か
の
政
治
的
意
図
が
働
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
当
該
住
民
に
一
定
の

意
味
を
持
ち
始
め
る
と
、
成
員
も
そ
れ
に
対
し
て
帰
属
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
て
「
民
族
（
人
種
）」

が
生
ま
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
こ
の
政
治
的
要
請
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
つ
ま
り

個
々
の
住
民
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
た
か
が
、「
民
族
」
が
生
成
す
る
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。
住
民
を
分
類
す
る
政
治
的
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
百
一
の
人
種
」
か
ら
植
民
地
時
代
の
セ
ン

サ
ス
、
そ
し
て
一
三
五
の
人
種
と
い
う
変
化
の
過
程
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
コ
ン
バ
ウ
ン
時
代
と
植
民
地
時

代
の
間
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

出
自
や
出
身
地
、
職
種
と
し
て
の
人
種

　
「
百
一
の
人
種
」
に
お
い
て
は
、
個
々
の
人
種
名
に
つ
い
て
、
共
通
理
解
が
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
は
、
人
種
自
体
が
社
会
の
中
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
し
ょ
う
。
誰
が
ど

の
人
種
に
属
す
る
か
、
た
い
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
自
分
が
ど
の
人
種
で

あ
る
か
、
意
識
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
人
の
区
分
に
用
い
ら
れ
た
「

 

ル
ー
ミ
ョ
ウ
」（
人
種
）
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
用
例
を
考
え
て

み
ま
す
と
、
イ
ン
ド
の
身
分
制
に
か
か
わ
る
用
語
で
あ
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
や
ゴ
ッ
タ
の
概
念
を
取
り
込
ん
で
い
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
人
種
の
区
分
は
、
地
域
や
居
住
地
の
名
前
に
加
え
、
階
層
、
生
業
な
ど
を
明
示
す
る
た
め
の
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も
の
で
し
た
［
伊
東 

二
〇
一
五
」。
つ
ま
り
、
出
自
や
出
身
地
、
職
種
な
ど
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
化
し
、
い
ち

お
う
は
名
称
も
貼
り
付
け
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
「
民
族
」
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
民
族
」
は
、
階
層
、
生
業
、
居
住
地
な
ど
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
も
政
権
要
路
の
論
者
に
よ
っ
て
呼
称
が
異
な
る
の
は
、
そ
の
ラ
ベ
ル
を
、
グ
ル
ー
プ
化
し
た
人
び
と
の

性
格
や
行
動
様
式
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
一
人
の
人
が
い
ろ
い
ろ
な
「
人
種
」
名
で
呼
ば
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
す
。
単
に
「
多

数
の
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
百
一
と
い
う
数
字
を
、
厳
密
に
当
て
は
め
て
い
る
と
こ
ろ

に
も
、
こ
れ
が
現
実
の
反
映
で
な
か
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。
世
界
は
い
ろ
い
ろ
な
人
種
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
こ
そ
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

仏
教
的
世
界
観
の
な
か
で
の
人
種

　

窟
院
に
あ
る
「
百
一
の
人
種
」
図
を
比
較
す
る
と
、
各
人
種
の
姿
は
、
人
（
絵
師
）
に
よ
っ
て
お
お
き
く
異

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
風
体
は
ま
っ
た
く
想
像
の
産
物
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
し
た
。
絵
師
は
日
ご
ろ
目
に
す

る
、
彼
ら
の
恰
好
を
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
帽
子
や
服
装
、
顔
つ
き
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
に
共
通

し
た
パ
タ
ー
ン
が
な
く
、
た
ん
に
い
ろ
い
ろ
な
「
異
人
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

　
「
百
一
の
人
種
」
図
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
衆
生
が
、
い
か
に
釈
尊
に
帰
依
し
て
い
る
か
を
表
現
す
る
た
め
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に
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
庶
民
は
こ
う
し
た
窟
院
に
参
拝
す
る
た
び
に
、「
百
一
の
人
種
」
図
を
目
に
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
世
界
を
認
識
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
人
種
像
が
一
致
し
な
く
て
も
、
そ
れ
は
た
い
し
た
問

題
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
今
で
い
う
モ
ン
や
カ
レ
ン
な
ど
、
そ
の
現
実
を
目
に
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
し
か
に
当
時
、
タ
ー

バ
ン
を
巻
い
た
り
し
、
言
葉
も
違
う
集
団
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
こ
に
、
相
互
に
異
な
る
性
質
を
み
い
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
集
団
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
、
そ
の
属
性
に

よ
っ
て
区
別
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
お
こ
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
人
種
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
百
一
の
人
種
」
と
か
、「
百
一

の
王
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
典
に
あ
る
も
の
で
す
。
先
に
取
り
上
げ
た
コ
ン
バ
ウ
ン
後
期
の
知
識
人
も
、「
百
一

の
人
種
」
内
容
が
、
人
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
、
世
界
に
は
も
っ
と
多
く
の
人
種
が
存
在
す
る
こ
と
も
理
解
し
て

い
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
こ
の
「
百
一
の
人
種
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
示
す

世
界
観
が
当
時
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　

ヤ
カ
イ
ン
で
一
八
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
「
ミ
ン
ヤ
ー
ザ
ヂ
ィ
ー
文
書
」
に
は
、
劫
初
一
人
の
王
に
よ
る
支

配
地
が
後
継
者
に
よ
り
分
割
さ
れ
、
つ
い
に
は
百
一
の
国
家
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
神
話
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
百
一
の
国
の
臣
民
は
、
言
葉
の
違
い
に
よ
り
「
百
一
の
人
種
」
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
「
百
一
の
王
」
や
「
百
一
の
国
家
」
と
い
う
い
い
方
は
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
よ
く
出
て
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、前
述
の
「
大
ト
ン
ネ
ル
前
生
物
語
」（
マ
ホ
ー
サ
ダ
本
生
）
で
は
、後
に
仏
陀
と
な
る
マ
ホ
ー
サ
ダ
が
、
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ミ
テ
ィ
ラ
ー
に
住
む
長
者
の
も
と
に
生
ま
れ
、
智
慧
と
あ
ま
た
の
方
便
に
よ
り
、
国
守
と
し
て
の
地
位
を
獲
得

し
、
国
を
難
局
か
ら
救
う
と
い
う
く
だ
り
に
、
主
と
し
て
閻
浮
提
の
王
の
数
や
こ
れ
に
見
合
う
百
一
の
家
来
（
ク

シ
ャ
ト
リ
ヤ
）
と
い
う
形
で
出
て
き
ま
す
。
閻
浮
提
は
贍
部
洲
と
も
い
わ
れ
、
こ
れ
も
イ
ン
ド
的
仏
教
的
世
界

観
の
な
か
で
は
、
人
間
が
住
む
大
陸
の
こ
と
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
百
一
は
、
現
実
を
反
映
し
た
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
話
自
体
に
お
い
て
も
、
厳
密
に
は
、

閻
浮
提
中
に
は
百
三
の
王
国
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
ソ
ー
ナ
・
ナ
ン
ダ
前
生
物
語
」
や
「
マ
ハ
ー
ス

タ
ソ
ー
マ
前
生
物
語
」
で
は
、
自
国
以
外
の
閻
浮
提
の
王
と
い
う
時
、
こ
れ
を
百
一
の
王
と
し
て
い
ま
す
。
閻

浮
提
の
王
百
一
人
、
閻
浮
提
の
王
国
百
一
国
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
、
と

い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

百
一
の
王
や
国
と
い
う
用
語
は
、
他
の
上
座
仏
教
圏
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
タ
イ
の
民
間
仏

教
説
話
の
中
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
仏
教
が
想
定
す
る
世
界
に
あ
っ
て
百
一
と
い
う
の
は
、
こ
の
世
に
お
い
て

思
考
が
及
ぶ
空
間
的
範
囲
に
存
在
す
る
国
や
王
を
、
量
的
に
漠
然
と
あ
ら
わ
す
数
字
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

王
権
正
統
化
の
装
置

　

こ
う
し
た
概
念
が
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、『
ハ
ン
タ
ワ
デ
ィ
ー
白
象
王
御
戦
記
』
と

い
う
史
書
で
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
戦
記
は
、
一
五
五
一
年
王
位
に
つ
い
た
タ
ウ
ン
グ
ー
王
国
の
バ
イ
ン
ナ
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ウ
ン
（
在
位
一
五
五
一
～
八
一
年
）
の
事
績
を
記
し
た
も
の
で
、
一
七
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
も
の
で
す
。
こ
の
中
で
は
、
他
国
を
「
百
一
の
人
種
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
王
国
」
と
表
現
し
た
り
、
バ
イ

ン
ナ
ウ
ン
王
を
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
大
王
は
、
獅
子
百
獣
の
王
の
ご
と
き
満
々
た
る
勇
猛
さ
で
四
大
洲

を
支
配
す
る
転
輪
王
ご
と
く
、
百
一
の
人
種
に
囲
ま
れ
・
・
・
」
と
述
べ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
リ
ラ
ン
カ
各
地
の
王
を
、「
わ
が
主
、
生
き
と
し
生
け
る
者
の
王
は
、
閻
浮
提
を
支
配
さ
れ
て
お
ら

れ
る
。
百
一
の
人
種
等
を
支
配
さ
れ
て
お
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
威
嚇
す
る
場
面
も
あ
り
ま
す
。
転
輪
（
聖
）

王
と
は
、
仏
教
的
世
界
観
の
な
か
で
、
武
力
で
は
な
く
法
に
よ
っ
て
世
界
を
支
配
す
る
、
も
っ
と
も
理
想
的
な

王
の
こ
と
で
す
が
、「
百
一
の
人
種
」
を
、
こ
の
世
の
住
民
す
べ
て
の
総
称
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
ま
す
。
バ
イ
ン
ナ
ウ
ン
王
に
よ
る
覇
権
の
正
統
性
を
、
仏
教
的
世
界
秩
序
の
中
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
現
実
を
仏
教
的
世
界
観
で
解
釈
し
、
支
配
者
と
し
て
の
資
質
を
示
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
何
を
支
配
し
て
い
る
の
か
漠
然
と
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
正
統
性
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
「
百
一
の
人
種
」
に
現
実
味
を
も
た
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
明
示
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
個
々
の
名
称
が
示
さ
れ
、
そ
の
姿
が
描
か
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
ど
れ
が
現

実
の
ど
れ
に
対
応
し
て
い
る
か
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
百
一
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
姿
が
示
さ
れ

れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
世
に
「
百
一
の
人
種
」
が
存
在
す
る
と
い
う
「
事
実
」
を
、

名
前
を
一
つ
ひ
と
つ
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
ょ
う
か
。
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「
百
一
の
人
種
」
と
い
う
概
念
は
、
住
民
の
区
分
を
示
す
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
王
権
を
正
統
化
す
る
装

置
を
作
り
あ
げ
る
う
え
で
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
単
に
、
支
配
地
の
住
民
と
国
王
と
い
う
関

係
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
、
こ
の
世
の
中
の
王
、
王
の
中
の
王
と
い
う
た
め
に
、「
百
一
の
人
種
」、「
百
一

の
国
」、
と
い
う
概
念
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
人
種
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
る
か
と
い
う
よ
り
、
こ

の
世
界
に
存
在
す
る
い
ろ
い
ろ
な
人
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
名
前
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
の
人
種
は
、「
生
来
の
」
と
か
、
現
代
で
い
う
「
文
化
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
し
か
に
当
時
、
服
装
が
異
な
り
、
宗
教
や
言
葉
が
違
う
集
団
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
で

し
ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
、
他
と
異
な
る
性
質
を
特
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
集
団
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
々
「
人
種
」
と
い
う
呼
び
方

さ
え
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
具
体
的
に
こ
う
い
う
恰
好
、
こ
う
い
う
生
活
を
し
て
い
る
、
と
い
う
よ

う
な
理
解
の
仕
方
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

ま
だ
理
解
が
浅
く
、
そ
う
し
た
認
識
が
成
立
す
る
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
識
別
方
法
が
政
治
的
に
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
も
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
身
近
な
人
種
、
た
と
え
ば
「
モ
ン
」
と
か
「
カ
レ
ン
」
と
か
に
つ
い
て
は
、

共
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
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数
字
に
よ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化

　

と
こ
ろ
が
、
植
民
地
時
代
以
降
、
人
種
と
い
う
言
葉
が
別
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
職
業

と
か
身
分
よ
り
、
言
語
や
信
仰
・
風
俗
・
習
慣
の
違
い
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
生
業
や
階

層
、
住
む
場
所
が
違
っ
て
も
、
こ
の
「
人
種
」
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
政

庁
の
統
治
は
、
こ
う
し
た
人
間
理
解
の
も
と
に
「
人
種
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

英
領
下
の
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
で
一
八
七
二
年
か
ら
始
ま
る
セ
ン
サ
ス
は
、
そ
う
し
た
デ
ー
タ
を
集
め
る

た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

セ
ン
サ
ス
は
単
に
人
間
の
数
や
男
女
比
、
年
齢
構
成
を
調
べ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
地
域
を
区
切

り
、
住
民
全
員
の
言
語
や
「
人
種
」、
出
生
地
、
信
仰
形
態
、
生
業
、
識
字
率
、
身
体
障
害
の
程
度
な
ど
の
個
人

情
報
を
集
め
ま
す
。
こ
れ
を
集
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
区
画
別
、「
人
種
」
別
な
ど
に
よ
り
、
支
配
住
民

の
姿
を
数
字
で
示
し
、
徴
税
や
管
理
な
ど
に
、
こ
れ
が
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
単
に
英
領
ビ
ル
マ
の
境
界
内
に
は
、
仏
教
徒
が
何
パ
ー
セ
ン
ト
い
て
、
水
田
耕
作
者
の
割
合
は
い
く

ら
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
項
目
を
ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ビ
ル
マ
族
の
仏
教
徒
の
識
字
率

や
平
均
結
婚
年
齢
、
身
体
障
害
者
の
割
合
な
ど
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
例
え
ば
、
カ
レ
ン
族
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
識
字
率
と
モ
ン
族
仏
教
徒
の
そ
れ
が
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
そ
の
差
が
数
ポ
イ
ン
ト
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、そ
こ
に
序
列
が
つ
き
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該「
人
種
」の
特
徴
的
姿
が
、他「
人

種
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
な
像
を
む
す
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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一
八
七
二
年
に
実
施
さ
れ
た
セ
ン
サ
ス
の
結
果
は
一
八
七
五
年
に
公
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
教
育
程
度
、
宗
教
、

国
籍
、「
人
種
」、
部
族
、
カ
ー
ス
ト
、
職
業
に
つ
い
て
、
県
ご
と
の
分
布
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
こ

れ
が
一
八
八
一
年
の
セ
ン
サ
ス
に
な
る
と
、宗
教
に
強
い
関
心
が
示
さ
れ
ま
す
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、イ
ス
ラ
ー
ム
、

キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
精
霊
崇
拝
、
ブ
ラ
フ
モ
、
ジ
ャ
イ
ナ
、
ユ
ダ
ヤ
、
パ
ー
ル
シ
ー
別
に
、
人
口
分
布
は
も

ち
ろ
ん
こ
れ
に
リ
ン
ク
し
て
婚
姻
状
況
、精
神
異
常
者
、視
聴
覚
障
害
者
、ハ
ン
セ
ン
病
者
の
数
が
示
さ
れ
ま
す
。

住
民
の
動
向
は
、宗
教
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
年
は
、国
籍
、

「
人
種
」
な
ど
に
代
わ
り
、
言
語
に
よ
る
分
類
が
採
用
さ
れ
ま
す
が
、
た
だ
ビ
ル
マ
語
話
者
に
占
め
る
仏
教
徒
の

割
合
な
ど
の
デ
ー
タ
は
提
示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
八
九
一
年
に
な
る
と
、
使
用
言
語
別
の
統
計
も
作
成
さ
れ
ま
す
が
、
人
間
の
分
類
と
し
て
カ
ー
ス
ト
、「
人

種
」、
部
族
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
男
女
、
宗
教
ご
と
に
精
神
異
常
、
視
聴
覚
障
害
、
ハ
ン
セ
ン
病
、
教
育
程

度
の
状
況
が
示
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
「
人
種
」
が
公
式
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ビ
ル
マ
族
の
仏
教
徒
男
子
の
、
し
か
も
各
県
に
お
け
る
精
神
異
常
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
割

合
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
村
落
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
の
数
字
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
で

特
定
「
人
種
」
の
村
に
お
け
る
宗
教
、
婚
姻
状
況
、
言
語
、
教
育
程
度
、
身
体
障
害
別
の
人
口
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
九
〇
一
年
の
報
告
書
で
は
表
の
作
り
方
が
多
少
異
な
り
ま
す
が
、
一
八
九
一
年
と
同
様
の
情
報
が
得
ら
れ

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
一
九
一
一
年
の
セ
ン
サ
ス
に
な
る
と
、
村
落
レ
ヴ
ェ
ル
の
数
字
は
公
表
さ
れ
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な
く
な
り
ま
す
が
、
宗
教
ご
と
の
教
育
、
婚
姻
状
況
、
就
労
形
態
や
、
個
別
「
人
種
」
で
は
な
く
、
群
ご
と
の

教
育
、
身
体
障
害
、
婚
姻
状
況
、
職
業
が
提
示
さ
れ
ま
す
。

　

一
九
二
一
年
は
宗
教
ご
と
の
婚
姻
状
態
、
教
育
程
度
、
そ
し
て
群
で
は
な
く
個
別
「
人
種
」
ご
と
の
県
レ
ヴ
ェ

ル
で
の
教
育
程
度
や
宗
教
が
、
ま
た
「
人
種
」
群
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
婚
姻
状
況
、
職
業
が
示
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
事
実
上
植
民
地
時
代
に
お
け
る
最
後
の
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
た
一
九
三
一
年
の
報
告
書
で
は
、
個
別
「
人
種
」

の
分
布
、
そ
れ
ぞ
れ
の
婚
姻
状
況
、
職
業
、
識
字
率
、
宗
教
に
関
す
る
分
析
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
調
査
の
意
図
が
、
い
わ
ば
「
人
種
」
の
性
格
付
け
と
、
そ
の
実
体
化
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

つ
い
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

人
を
管
理
・
支
配
す
る
た
め
の
「
人
種
」
区
分

　

も
ち
ろ
ん
セ
ン
サ
ス
の
デ
ー
タ
は
、
政
庁
の
み
が
利
用
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
植
民
地
下
の
ビ
ル
マ
に

お
け
る
統
治
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
政
治
の
動
き
を
み
る
と
、
こ
の
数
字
は
住
民
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
社
会
的
地
位
の
改
善
を
願
う
者
は
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

己
れ
の
惨
状
を
訴
え
、
結
果
と
し
て
自
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

植
民
地
支
配
が
開
始
さ
れ
て
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
住
民
は
そ
の
行
政
に
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
に
や
や
遅
れ
、
ビ
ル
マ
で
も
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
立
法
参
事
会
の
議
員
が
選
挙

に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
被
植
民
地
の
住
民
が
大
臣
そ
の
他
行
政
の
要
職
に
就
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
そ
し
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て
そ
の
選
挙
区
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
利
害
団
体
ご
と
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
な
方
式
が
採
用
さ

れ
た
の
で
す
。
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
団
体
に
ど
れ
だ
け
の
選
出
議
員
数
を
配
分
す
る
か
は
、
い
ち
お
う
住
民

の
意
見
を
聞
き
つ
つ
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
立
法
参
事
会
の
改
革
に
際
し
て
も
、
ま
た

イ
ン
ド
か
ら
の
分
離
に
際
し
て
の
新
し
い
行
政
機
構
の
組
織
に
つ
い
て
も
、
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
が
お
こ

な
わ
れ
ま
し
た
。
住
民
は
当
然
、
自
ら
の
範
囲
と
利
害
を
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
使
っ
て
明
確
に
し
、
議
席
確
保

へ
向
け
て
政
府
や
「
同
胞
」
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

立
法
参
事
会
は
、
一
九
二
三
年
の
統
治
法
段
階
で
あ
れ
、
一
九
三
七
年
の
そ
れ
で
あ
れ
、
そ
の
権
限
は
大
き

く
制
限
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、
当
時
と
し
て
は
、
州
政
や
国
政
の
最
重
要
な
議
決
機
関
で
あ
り
ま
し
た
。
こ

こ
に
自
ら
の
代
表
を
送
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
い
わ
ば
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
明
暗
を
決
す
る
も

の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
過
程
で
み
ず
か
ら
の
境
遇
を
改
善
し
た
い
と
活
動
し
て
い
た
有
権
者
は
、
独
自
の
代
表
を
、
立
法
参
事

会
へ
経
常
的
に
送
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
画
策
す
る
わ
け
で
す
。
み
ず
か
ら
の
宗
教
や
思
想
・
信
条
・

習
慣
・
伝
統
な
ど
に
着
目
し
、
他
と
は
異
な
る
と
し
た
同
胞
意
識
を
持
つ
、
一
つ
の
政
治
集
団
と
し
て
の
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
が
、
こ
こ
に
ま
ぎ
れ
も
な
く
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、

主
要
「
人
種
」
の
自
覚
が
一
挙
に
す
す
み
、
こ
れ
が
実
体
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

け
っ
き
ょ
く
一
九
三
七
年
段
階
で
は
、
イ
ン
ド
人
、
カ
レ
ン
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
イ
ギ
リ
ス
系
ビ
ル
マ
人

に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
別
の
選
挙
区
と
、
ビ
ル
マ
商
業
会
議
所
な
ど
の
た
め
六
つ
の
利
害
団
体
別
の
選
挙
区
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が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
政
庁
に
と
っ
て
有
用
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
配
慮

し
た
結
果
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
水
面
下
で
は
い
ろ
い
ろ
な
「
人
種
」
や
団
体
が
特
別
議
席
を
求
め
て

活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

植
民
地
下
に
限
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
近
代
国
家
に
よ
る
集
権
化
は
、
特
定
の
言
語
や
規
範
に
よ
っ
て
推
進

さ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
な
か
で
形
成
さ
れ
る
政
治
勢
力
は
、
独
自
の
言
語
や
習
慣
つ
ま
り
「
文
化
」
に
強
い

こ
だ
わ
り
を
示
し
、
こ
れ
を
運
動
の
原
動
力
と
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
政
府
や
社
会
に
対
す
る
不
満
は
、「
文
化
」

の
違
い
に
着
目
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
境
界
を
設
定
し
た
集
団
を
作
り
あ
げ
て
い
く
。
こ
う
し
て
一
つ
の

支
配
空
間
つ
ま
り
均
一
な
政
治
空
間
に
、「
民
族
（
人
種
）」
に
よ
る
違
い
に
着
目
し
た
多
数
派
と
少
数
派
が
生

み
出
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

「
文
化
」
に
よ
る
政
治
が
「
民
族
」
を
つ
く
る

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
境
界
線
は
、
中
央
集
権
化
に
よ
る
制
度
の
一
元
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
っ
て
も

よ
い
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
線
が
際
立
ち
、
相
互
の
対
立
に
発
展
す
る
の
は
、
政
府
に
よ
る
「
文
化
」

に
配
慮
し
た
施
策
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
民
族
」
を
単
位
と
し
て
、
利
益
を
配
分
す
る

よ
う
な
か
た
ち
で
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
人
々
は
「
自
分
は
何な
に

人じ
ん

で
あ
る
か
」「
あ
の
人
は
何な
に

人じ
ん

だ
か
ら
」

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
は
じ
め
、
こ
こ
に
「
民
族
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
し
ょ
う
か
。

　

支
配
を
す
る
側
、
も
し
く
は
行
政
側
な
ど
社
会
の
動
向
を
左
右
で
き
る
者
が
、
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
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諸
種
の
施
策
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
結
果
的
に
、
支
配
さ
れ
る
、
管
理
を
受
け
る
人
間
は
、
そ

れ
に
だ
ん
だ
ん
従
っ
て
い
き
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し

て
、
実
体
は
な
い
の
で
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
が
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
私
た
ち
の
思
考
・
価
値

観
や
社
会
の
在
り
方
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

王
国
時
代
は
、
言
語
や
宗
教
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
王
が
差
別
す
る
と

か
、
官
僚
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
王
室
が
主
導
す
る
宗
教
を

奉
じ
て
は
い
な
い
が
、
能
力
が
あ
っ
て
自
分
に
し
っ
か
り
と
仕
え
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
し

た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
王
朝
時
代
は
「
人
種
」
に
つ
い
て
は
、
鷹
揚
で
あ
る
と
か
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が

形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
住
民
も
こ
れ
で
ま
と
ま
り
、
帰
属
意
識
を
持
つ
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
の
で

す
。

　

し
か
し
、
植
民
地
的
中
央
集
権
体
制
が
確
立
す
る
と
、
人
間
を
宗
教
や
「
民
族
」
で
分
類
し
、
こ
れ
ら
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
一
神
教
的
思
考
か
ら
出

て
き
た
、
人
間
の
分
類
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
一
辺
倒

以
前
の
段
階
で
は
、
人
の
分
類
や
名
前
の
違
い
に
は
、
別
の
意
味
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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お
わ
り
に

　

行
政
権
力
は
、
前
近
代
で
あ
れ
近
代
で
あ
れ
、
住
民
を
分
類
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
意
味
は
、
両
者
で
ま
っ

た
く
異
な
り
、
前
者
で
は
単
に
権
力
を
正
当
化
す
る
装
置
と
し
て
、
後
者
で
は
均
一
化
さ
れ
た
住
民
に
、
国
家

へ
の
帰
属
意
識
を
抱
か
せ
る
一
環
と
し
て
こ
れ
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
従
っ
て
前
者
で
は
、
個
人
に
よ
る
人
種

へ
の
帰
属
は
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
「
国
民
国
家
」
が
出
来
上
が
る
と
、
個
人

は
「
民
族
」
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。
中
央
集
権
化
さ
れ
た
政
府
に
よ
る
一
元
的
支
配

が
確
立
し
、
こ
こ
で
言
語
や
生
活
習
慣
に
よ
る
ま
と
ま
り
を
重
視
し
た
統
治
や
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
住
民
の
間
に
も
「
民
族
」
に
た
い
す
る
帰
属
意
識
を
最
重
要
視
す
る
考
え
方
が

形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、「
民
族
」
に
実
体
は
な
く
、
そ
の
境
界
は
漠
然
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
何
々
人
と
自
分
は
思
っ
て

い
る
し
、
そ
う
識
別
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
々
人
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
な
か
で
、
日
常
を
生
き
て

い
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
意
識
し
な
い
と
、
そ
の
「
民
族
」
に
な
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。「
民
族
」
は
、
エ
ー
ヤ
ー
ワ
デ
ィ
ー
流
域
地
方
の
例
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
に
芽
生
え
た
の
で
は

な
く
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
現
在
認
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
一
八
二
三
年
か
ら
存
在
し
て
い
た

と
し
て
市
民
権
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
一
三
五
種
に
し
て
も
、
一
九
八
〇
年
代
政
府
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

「
民
族
」
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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現
状
の
固
定

　

世
に
「
多
文
化
共
生
策
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。「
い
ろ
い
ろ
な
文
化
が
あ
り
ま
す
」「
い
ろ
い
ろ
な
考
え

方
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
」「
み
な
互
い
に
認
め
合
っ
て
、な
か
よ
く
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
方
策
を
、
主
と
し
て
行
政
が
考
え
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
国
際
交
流
協
会
主
催
で
、「
ブ
ラ
ジ
ル
人
の

生
活
習
慣
」「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
と
宗
教
」
と
い
う
よ
う
な
講
座
を
開
い
た
り
、「
ベ
ト
ナ
ム
料
理
」
教
室
が

お
こ
な
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
た
ち
、
ペ
ル
ー
「
文
化
」、
朝
鮮
・
韓
国
の
伝
統
、「
中
国
人
」
留
学
生

と
い
う
よ
う
に
「
民
族
」
に
よ
る
区
分
が
前
提
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
同
様
に
、「
日
本
人
」
も
「
中
国
人
」
も

同
等
、
お
互
い
に
尊
重
す
べ
き
、
平
等
で
あ
る
と
い
う
時
、
や
は
り
、「
あ
な
た
は
何
々
人
」「
わ
た
し
は
何
々
人
」

と
い
う
区
分
け
は
な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
識
別
を
前
提
に
、
い
ろ
い
ろ
な
施
策
が
お
こ
な
わ
れ
ま

す
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
こ
の
垣
根
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
日
本
人
」
は
い
つ
も
「
日
本
料
理
」
を
食
べ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ベ

ト
ナ
ム
の
家
庭
で
も
、
確
か
に
日
本
に
な
い
よ
う
な
も
の
を
食
べ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
米
と
魚
、
麺

類
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
も
の
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
が
「
ベ
ト
ナ
ム
料
理
」

と
銘
打
つ
と
、「
日
本
人
」
に
と
っ
て
は
珍
し
い
調
理
法
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
私
た
ち
は
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
よ

う
な
も
の
ば
か
り
を
、「
ベ
ト
ナ
ム
人
」
は
食
べ
て
い
る
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

生
活
様
式
と
は
、
ほ
ん
ら
い
多
様
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
す
が
、
他
と
の
比
較
で
、
あ
る
部
分
を
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切
り
取
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
習
慣
は
こ
う
だ
と
し
て
示
す
。
こ
う
し
て
、「
ベ
ト
ナ
ム
人
」
や
そ
の
「
文
化
」
に
関

す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
国
際
化
の
た
め
に
は
、
日
本
の
「
文
化
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
日
本
的
な
も
の
を
「
発
見
」
し
て
ま
わ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。

「
多
文
化
共
生
策
」
は
民
族
差
別
を
助
長
す
る

　

ど
こ
か
の
地
方
自
治
体
で
、
住
民
の
な
か
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、「
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
団
体

を
つ
く
っ
て
は
ど
う
で
す
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
た
ち
も
一
つ
の
団
体
と
し
て
、
市
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ

な
要
望
や
援
助
を
仰
ぐ
こ
と
が
容
易
に
な
り
ま
す
よ
」「
市
と
し
て
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
に
い
ろ
い
ろ
な
便
宜
を

提
供
し
た
り
、お
願
い
し
た
り
す
る
こ
と
が
し
や
す
く
な
る
の
で
」
と
い
う
、行
政
指
導
が
な
さ
れ
た
と
し
ま
す
。

　

こ
れ
で
は
「
ブ
ラ
ジ
ル
人
」
と
い
う
意
識
、
も
し
く
は
「
日
本
人
」
と
い
う
意
識
は
日
々
更
新
さ
れ
、
そ
れ

で
個
人
を
固
定
的
に
判
断
し
て
し
ま
う
の
で
、
両
者
の
溝
は
永
遠
に
な
く
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。「
何
々
人
」
と

い
う
区
分
け
に
よ
り
、
人
に
そ
う
し
た
意
識
を
植
え
付
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
他
人
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
民
族

差
別
の
発
生
原
因
を
温
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
国
民
国
家
的
思
考
の
様
式
で
あ
り
、
こ

れ
を
補
強
す
る
言
葉
づ
か
い
を
す
る
限
り
、
民
族
差
別
、
ア
ジ
ア
人
蔑
視
な
ど
の
解
決
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

　
「
多
文
化
共
生
策
」
は
、
民
族
問
題
を
解
決
に
導
く
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
を
「
文
化
」
で
判

断
す
る
現
状
を
固
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
で
は
、ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
解
決
策
は
、

今
後
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
「
民
族
」
的
用
語
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、
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こ
の
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
付
き
合
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
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