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北
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
モ
ハ
ー
ベ
族
に
は
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
身
体
は
男

性
で
女
性
の
仕
事
を
し
た
り
服
装
を
し
た
り
す
る
人
は
ア
リ
ハ
と
呼
ば
れ
、
身
体
が
女
性
の
同

様
の
人
は
フ
ワ
メ
と
呼
ば
れ
る
。
本
稿
は
ア
リ
ハ
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
デ
ヴ
ル
ー
や
他
の

研
究
者
の
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
社
会
的
地
位
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
地
位
を
考
察
す
る
。
社
会
的

地
位
に
つ
い
て
は
、
民
族
誌
に
記
述
さ
れ
て
い
る
日
常
の
様
子
の
観
察
に
依
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー

的
地
位
の
資
料
は
、
神
話
と
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
二
つ
で
あ
る
。

　

ア
リ
ハ
の
存
在
は
神
話
的
伝
承
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。
モ
ハ
ー
ベ
社
会
の
創
造
神
が
、

生
ま
れ
た
男
の
子
に
女
の
名
を
付
け
、
女
の
も
の
や
生
活
を
好
む
特
別
な
能
力
の
子
と
し
て
、

人
々
に
知
ら
せ
た
。
ア
リ
ハ
が
モ
ハ
ー
ベ
社
会
で
独
特
な
役
割
を
公
的
に
果
た
す
儀
礼
も
、
同

じ
よ
う
に
神
話
に
そ
の
起
源
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ア
リ
ハ
は
夢
見
に
よ
っ
て
い
わ
ば
運
命
付
け
ら
れ
て
お
り
、
は
じ
め
か
ら
そ
う
い
う
人
と
し

て
生
ま
れ
て
い
る
と
人
々
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
ア
リ
ハ
に
は
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
先
天
的
傾
向
の
確
認
と
、
そ
う
い
う
人
と
し
て
の
そ
の
人
の
地
位
の
社
会
的
認
知

の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。

　

ア
リ
ハ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
普
通
の
男
女
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
関
連
さ
せ
て
理

解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ヴ
ル
ー
に
よ
れ
ば
女
の
成
熟
儀
礼
に
対
応
す
る
男
の
儀
礼
が

あ
る
。
思
春
期
の
少
年
が
鼻
中
隔
に
穴
を
開
け
棒
な
ど
を
通
し
、
そ
の
儀
礼
の
際
に
遠
出
の
早

駆
け
を
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
男
子
の
性
的
能
力
の
強
化
儀
礼
と
理
解
で
き
る
。
ア
リ
ハ

は
こ
の
儀
礼
を
受
け
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
思
春
期
に
少
年
は
ア
リ
ハ
と
普
通
の
男
と
い
う

互
い
に
異
な
る
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
）
地
位
に
、
こ
れ
ら
儀
礼
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
と
理
解
で

き
る
。

　

し
か
し
、
日
常
社
会
で
の
ア
リ
ハ
の
地
位
は
軽
侮
と
幾
分
の
恐
れ
の
両
方
を
受
け
る
点
で
微

妙
で
曖
昧
で
あ
る
。
頭
皮
踊
り
の
儀
礼
で
の
役
割
も
考
え
る
と
、
日
常
の
地
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
は
な
く
、
非
日
常
的
な
地
位
と
し
て
ア
リ
ハ
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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１　

目
的

　

本
論
文
は
、
北
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
一
部
族
で
あ
る
モ
ハ
ー
ベ
族
の
ベ
ル
ダ
ー
シ

ュ
、
特
に
ア
リ
ハ
と
い
わ
れ
る
、
身
体
的
に
は
男
性
で
、
社
会
的
に
は
女
性
を
演
じ

る
人
の
社
会
的
地
位
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
地
位
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

い
く
つ
か
の
ア
メ
リ
カ
先
住
民
部
族
で
は
、ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
の
性
生
活
に
つ
い
て
、

旅
行
者
や
開
拓
者
や
宣
教
師
な
ど
に
よ
る
断
片
的
な
観
察
や
伝
聞
は
こ
れ
ま
で
そ
れ

な
り
に
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
訓
練
を
受
け
た
人
類
学
者
が
自
ら
調
査
し
て
資
料
を

集
め
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
ハ
ー
ベ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
点
で

可
能
な
限
り
の
調
査
を
し
て
、
具
体
的
な
詳
細
に
至
る
ま
で
報
告
が
あ
る
こ
と
が
、

や
は
り
研
究
史
上
そ
れ
を
特
別
な
地
位
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
資
料
と
し
て

は
、主
と
し
て
デ
ヴ
ル
ー
の
も
の
に
よ
る（D

evereux, 1937, 1949, 1950, 1961

）。

デ
ヴ
ル
ー
の
事
例
報
告
は
間
接
的
な
伝
聞
に
よ
る
報
告
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
貴

重
な
例
と
し
て
検
討
に
値
す
る
。

２　

ア
リ
ハ
や
フ
ワ
メ
の
特
徴

　

デ
ヴ
ル
ー
は
次
の
よ
う
に
ア
リ
ハ
（alyha:

）
と
フ
ワ
メ
（hw

am
e:

）
を
定
義
し

て
い
る
。「
男
性
で
女
装
を
し
て
性
交
に
お
い
て
女
の
役
割
を
取
る
も
の
は
ア
リ
ハ
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
女
性
のh

（
（
（

om
osexual

で
性
交
に
お
い
て
男
性
の
役
割
を
取

る
も
の
は
フ
ワ
メ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（D

evereux, 1937:500

）。」
そ
れ
ぞ
れ

の
相
手
と
な
る
男
女
は
い
ず
れ
もhom

osexual

と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
も
述

べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ア
リ
ハ
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
フ
ワ
メ
は
相
対
的
に
情
報

が
少
な
い
の
で
、
同
等
の
レ
ベ
ル
で
分
析
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

フ
ワ
メ
と
対
比
す
る
こ
と
で
ア
リ
ハ
の
特
徴
が
明
瞭
に
な
る
限
り
で
、
必
要
に
応
じ

て
フ
ワ
メ
に
も
言
及
す
る
。

２―

１　

行
動

　

モ
ハ
ー
ベ
族
の
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
が
人
類
学
資
料
の
中
で
ユ
ニ
ー
ク
な
位
置
を
占
め

る
の
は
、デ
ヴ
ル
ー
が
詳
し
く
報
告
し
た
彼
ら
の
性
生
活
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

一
言
で
言
え
ば
反
対
の
性
の
行
動
を
可
能
な
限
り
演
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
リ
ハ
な
ら
ば
女
性
の
身
体
的
、
生
理
的
パ
タ
ー
ン
を
真
似
る
。
そ
し
て
女
性
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
社
会
的
に
は
人
々
が
（
例
え
ば
デ
ヴ
ル
ー
に
）
英

語
で
話
し
て
い
て
、
ア
リ
ハ
に
言
及
す
る
と
き
に
は
代
名
詞
と
し
てshe

を
用
い
、

フ
ワ
メ
に
言
及
す
る
と
き
に
はhe

を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
身
体
的
な
こ
と

で
は
、
例
え
ば
性
器
各
部
を
男
性
性
器
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
は
ア
リ
ハ
当
人
は
好

ま
ず
、
言
い
換
え
を
す
る
。
ペ
ニ
ス
→
ク
リ
ト
リ
ス
、
睾
丸
→
大
陰
唇
、
肛
門
→
膣

な
ど
の
よ
う
に
で
あ
る
。
た
だ
し
、
身
体
的
な
例
外
状
態
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
間
性
（intersex,�

半
陰
陽
）
的
な
状
態
な
ど
は
な
く
、
普
通
の
男
性
の
外

性
器
を
持
つ
。
フ
ワ
メ
も
同
様
で
、
例
え
ば
陰
門
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
さ
れ

る
こ
と
を
嫌
が
る
。
し
か
し
、
男
性
の
性
器
に
対
応
し
た
こ
と
ば
を
使
う
よ
う
に
他

に
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ア
リ
ハ
や
フ
ワ
メ
を
か
ら
か
う
と
き
に
は
、
こ
の
点
を
突
く
や
り
方
が
あ
る
。
わ

ざ
と
彼
ら
の
性
本
来
の
こ
と
ば
を
使
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
デ
ヴ
ル
ー
は
、
人
々

は
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
を
か
ら
か
う
こ
と
は
し
な
い
と
書
い
て
い
る
の
で
、
程
度
や
頻
度
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は
そ
う
深
刻
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
ア
リ
ハ
の
性
行
為
や
、
月
経
を
演
じ
る
様
子
や
、
人
類
学
資
料
の

中
で
モ
ハ
ー
ベ
族
を
有
名
に
し
て
い
る
疑
似
妊
娠
（
妊
娠
・
出
産
を
演
じ
る
こ
と
）

な
ど
が
彼
の
報
告
の
中
に
は
あ
る
（D

evereux, 1937

）。
し
か
し
今
回
は
紙
幅
の
制

限
で
詳
細
は
省
き
、
彼
ら
本
来
の
身
体
的
な
性
と
は
反
対
の
性
の
行
動
を
可
能
な
限

り
演
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
く
。

　

求
婚
の
場
合
に
は
、
ア
リ
ハ
は
普
通
の
女
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
よ

う
だ
。
モ
ハ
ー
ベ
の
求
愛
、
パ
ー
ト
ナ
ー
探
求
の
行
動
お
よ
び
婚
姻
関
係
は
、
形
式

張
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
際
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
普
通
の
場
合
、
男
は
少
女

の
家
に
行
き
、
一
晩
か
二
晩
性
関
係
は
持
た
ず
に
脇
で
寝
て
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
家

に
少
女
を
連
れ
て
く
る
。
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
れ
ば
そ
れ
が
社
会
的
に
は
結
婚
で
あ

り
、
結
婚
に
特
別
な
儀
礼
は
伴
わ
な
い
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
、
お
よ
び
同
居
生
活

に
お
け
る
、
男
女
の
性
関
係
は
互
い
の
拘
束
が
弱
く
、
共
に
暮
ら
し
て
い
る
男
女
の

う
ち
い
ず
れ
か
が
家
を
出
て
他
の
人
と
暮
ら
し
始
め
れ
ば
、
そ
れ
は
離
婚
で
あ
る
と

同
時
に
新
た
な
結
婚
の
成
立
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
ア
リ
ハ
に
は
こ
の
よ
う
な
普
通
の
少
女
に
対
す
る
よ
う
な
求
愛
の
仕
方

を
男
た
ち
は
取
ら
な
い
。
ア
リ
ハ
は
未
亡
人
や
離
婚
し
た
女
や
「
ふ
し
だ
ら
な
女

（kam
aloy, kam

alo:y

）」
に
対
す
る
よ
う
に
、
踊
り
な
ど
の
集
会
の
場
で
求
婚
さ
れ

る
。男
の
側
か
ら
で
も
ア
リ
ハ
の
側
か
ら
で
も
求
愛
の
い
ち
ゃ
つ
き
は
開
始
さ
れ
る
。

そ
れ
以
外
の
何
気
な
い
出
会
い
の
場
で
も
こ
の
よ
う
な
結
合
に
至
る
こ
と
が
あ
る
。

　

結
婚
し
た
後
は
良
い
妻
に
な
る
。
良
い
妻
で
あ
る
と
は
、
料
理
な
ど
の
家
事
を
よ

く
し
て
、
所
帯
を
き
ち
ん
と
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
若
い
女
は
家
に
落

ち
着
か
ず
浮
気
も
頻
繁
な
の
で
、
男
は
不
満
を
持
つ
。
若
い
女
で
は
家
庭
と
し
て
安

定
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
若
く
は
な
い
女
た
ち
と
敢
え
て
結
婚
す
る
男
た
ち

も
多
い
と
い
う
。
女
は
年
齢
的
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
補
う
た
め
に
料
理
を
し
て

夫
を
満
足
さ
せ
る
な
ど
、
居
心
地
の
好
い
所
帯
に
す
る
努
力
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
リ
ハ
も
そ
う
い
う
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
良
い
妻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
子
供
を
育
て
た
り
す
る
こ
と
は

含
ま
れ
な
い
よ
う
だ
。
モ
ハ
ー
ベ
族
は
子
供
好
き
な
人
々
で
あ
り
、
家
族
の
枠
は
排

他
的
で
は
な
い
の
で
、
身
近
な
関
係
者
や
場
合
に
よ
っ
て
は
他
人
の
子
供
で
も
大
事

に
育
て
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
擬
似
的
な
妊
娠
を
演
じ
た
り
す
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ア
リ
ハ
は
母
親
役
割
は
取
ら
な
い
ら
し
い
。

２―

２　

ア
リ
ハ
へ
の
道

　

こ
の
よ
う
な
行
動
上
の
特
徴
を
示
す
ア
リ
ハ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
的
に
認

知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ア
リ
ハ
と
し
て
の
地
位
は
ど
の

よ
う
に
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ア
リ
ハ
に
な
る
よ
う
な
人
は
、
誕
生
以
前
か
ら
特
別
な
経
験
を
し
て
い
る
と
思
わ

れ
て
い
る
。
モ
ハ
ー
ベ
は
胎
児
も
夢
を
見
る
と
考
え
て
い
て
、
妊
娠
六
ヶ
月
く
ら
い

に
な
る
と
胎
児
は
意
識
を
持
ち
、
自
分
の
将
来
の
運
命
の
夢
を
見
る
と
さ
れ
る

（D
evereux, 1937:501

）。
つ
ま
り
ア
リ
ハ
の
夢
を
見
る
。
母
親
も
お
腹
に
い
る
子

の
性
別
の
夢
を
見
る
。
男
や
女
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
道
具
や
品
物
、
例
え
ば
男
な

ら
矢
な
ど
、
女
な
ら
ビ
ー
ズ
な
ど
の
夢
を
見
る
と
、
そ
れ
が
子
の
性
別
を
示
す
も
の

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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生
ま
れ
て
暫
く
は
子
供
に
特
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
将
来
の
あ
り
方
を
窺
わ

せ
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
特
異
な
傾
向
性
は
性
的
な
成
熟
が
始
ま
る
前

に
は
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
記
述
は
デ
ヴ
ル
ー
に
は
な
い
が
、
遊
び
始
め

る
頃
に
は
女
の
子
と
遊
ぶ
こ
と
を
好
ん
だ
り
、
男
の
子
の
お
も
ち
ゃ
を
喜
ば
な
か
っ

た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
後
に
示
す
起
源
神
話
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
特
徴
が
出
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
の
生
活
に
関
連
す
る
重
要
な
特
徴
は
、

反
対
の
性
の
仕
事
に
興
味
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
男
の
子
は
家
事
な
ど
の
女
の
仕
事

に
関
心
を
持
つ
。
男
の
仕
事
は
好
ま
な
い
の
で
、
大
き
く
な
っ
て
か
ら
は
戦
闘
に
参

加
し
た
り
は
し
な
い
。
た
だ
し
女
の
子
の
場
合
は
、
大
き
く
な
っ
て
男
と
同
じ
よ
う

な
行
動
を
取
っ
て
も
、部
族
指
導
者
に
な
る
こ
と
と
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

ア
リ
ハ
は
幼
い
と
き
（
思
春
期
以
前
）
に
の
み
、
ア
リ
ハ
と
し
て
承
認
さ
れ
る
イ

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
儀
礼
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ヴ
ル
ー
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
の
一
人
が
、
成
人
の
男
で
も
肛
門
性
交
の
受
け
身
の
役
割
を
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
場
合
は
儀
礼
を
受
け
さ
せ
ら
れ
る
と
言
っ
た
が
、
こ
の
主
張
は
他
の
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ン
ト
た
ち
に
一
致
し
て
否
定
さ
れ
た
と
い
う
（D

evereux, 1937
）。
こ
れ
ら

は
後
に
通
過
儀
礼
に
関
連
し
て
改
め
て
議
論
す
る
が
、
ア
リ
ハ
の
本
質
に
関
わ
る
大

変
重
要
な
点
で
あ
る
。
な
お
、
子
供
を
産
ん
だ
後
フ
ワ
メ
に
な
っ
た
女
性
が
い
る
と

も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
逆
に
フ
ワ
メ
に
な
っ
た
後
に
子
供
を
産
ん
だ
例
は
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
関
係
し
て
、
ア
リ
ハ
は
元
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
つ
ま
り
ア
リ
ハ
で

は
な
い
普
通
の
男
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
重
要
な
問
題
に
な
り
う
る
。
以
下
の

儀
礼
の
分
析
で
も
考
察
す
る
が
、
儀
礼
を
受
け
た
ア
リ
ハ
（
や
フ
ワ
メ
）
を
や
め
る

と
い
う
こ
と
は
理
論
的
に
考
え
に
く
く
、
そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
と
し
て
死
ぬ

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
葬
儀
が
な
さ
れ
る
の
か
興
味

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
あ
た
か
も
調
査
か
ら
漏
れ
た
か
の
よ
う
に
、

情
報
が
な
い（

（
（

。
フ
ワ
メ
も
ア
リ
ハ
と
同
様
の
成
人
儀
礼
を
受
け
る
と
さ
れ
て
は
い
て

も
、
実
際
に
受
け
た
事
例
は
報
告
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
デ
ヴ
ル
ー
の
事
例
研
究
の

フ
ワ
メ
は
、
フ
ワ
メ
と
し
て
女
を
つ
な
ぎ
止
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
か

ら
は
、
あ
た
か
も
自
分
で
死
を
招
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
破
滅
的
な
（
シ
ャ
ー
マ
ン

に
特
有
な
）
行
動
を
取
っ
て
、
そ
の
結
果
男
た
ち
に
殺
さ
れ
て
い
る
（op. cit.

）。
ア

リ
ハ
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
報
告
は
な
い
が
、
フ
ワ
メ
に
比
し
て
境
遇
に
大
き
な

差
が
あ
る
と
想
像
す
る
理
由
は
考
え
に
く
い
。

３　

ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
の
神
話
と
通
過
儀
礼

　

こ
れ
ま
で
の
他
の
部
族
の
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
の
分
析
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に（cf. 

藤

崎2003, 2007a, 2007b

）、
そ
の
社
会
の
「
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
考
え
る
の
に
起

源
神
話
を
参
照
す
る
の
は
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
モ
ハ
ー
ベ
の
起
源
神
話
（
と
い
う

よ
り
社
会
の
様
々
な
決
ま
り
や
あ
り
方
を
定
め
る
制
定
神
話
、institutional m

yths

と
も
い
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
制
定
神
話
と
い
う
表
現
は
、kroeber, 

1972:17

）
は
、
ク
ロ
ー
バ
ー
の
報
告
（kroeber, 1948, 1972

）
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。

３―
１　

フ
ワ
メ
の
神
話

　

ク
ロ
ー
バ
ー
が
記
録
し
た
神
話
に
は
、
ア
リ
ハ
と
フ
ワ
メ
の
双
方
に
つ
い
て
言
及
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が
あ
る
が
、
フ
ワ
メ
が
先
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
フ
ワ
メ
が
モ
ハ
ー
ベ
の

世
界
に
先
に
存
在
し
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
判
断
す
べ
き
根
拠

は
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
く
る
「
語
り
」
に
は
な
い
。
ま
た
、
ア
リ
ハ
に
は
そ

れ
が
存
在
す
る
に
至
っ
た
過
程
と
儀
礼
が
神
話
の
中
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
フ
ワ
メ
に
は
な
い
。

　

し
か
し
、
ク
ロ
ー
バ
ー
が
実
質
的
に
フ
ワ
メ
で
あ
る
と
判
断
し
たN

yohaiva

の

神
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
頭
皮
踊
り
（scalp dance

）」
の
制
定
の
神
話
で
あ
っ
て
、

そ
の
文
化
的
慣
行
を
始
め
た
の
がN

yohaiva

な
の
で
あ
る
。
そ
の
頭
皮
踊
り
の
中

で
は
ア
リ
ハ
が
は
っ
き
り
と
重
要
な
祭
司
的
役
割
を
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
改
め
て
後
ほ
ど
ア
リ
ハ
の
呪
術
的
機
能
を
考
え
る
と
き
取
り
上
げ
る
。

３―

２　

ア
リ
ハ
の
神
話

　

ク
ロ
ー
バ
ー
がN

yavarup

と
い
う
シ
ャ
ー
マ
ン
か
ら
聞
き
取
っ
た
神
話
は
原
文

に
す
る
と
か
な
り
長
い
（kroeber, 1972:17- 20

）
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
簡
潔

に
要
約
し
た
ロ
ス
コ
ー
の
紹
介
（R
oscoe, 1998:137- 38

）
に
依
り
、
ク
ロ
ー
バ
ー

の
原
文
を
参
照
し
な
が
ら
要
点
を
失
わ
な
い
限
り
さ
ら
に
簡
略
に
し
て
本
論
文
で
の

資
料
と
し
た
い
。
以
下
引
用
文
中
の
括
弧
内
は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。

「
神
話
は
神
聖
なA

vikw
am

e

山
に
あ
るM

astam
ho

の
家
で
始
ま
る
。
神
で
あ

るM
astam

ho

の
ま
わ
り
の
定
め
ら
れ
た
場
所
に
四
人
の
女
が
座
っ
て
い
る
。
シ

ャ
ー
マ
ン
で
あ
り
指
導
者
で
あ
る
者
、kam

aloy

（
性
的
に
放
縦
な
女
を
意
味
す

る
こ
と
ば
）、
子
を
産
も
う
と
し
て
い
る
女
、
そ
し
て
産
婆
で
あ
る（

（
（

。M
astam

ho

の
指
示
で
子
供
は
生
ま
れ
た
。
子
供
は
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
周
り
を
見
回
し
て
い

た
。M

astam
ho

は
女
た
ち
に
子
供
に
手
を
出
さ
な
い
で
下
が
っ
て
い
る
よ
う
指

示
す
る
。
沢
山
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
指
導
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
子
で
あ
る
と

い
う
。
赤
子
は
瞬
き
し
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
見
て
、『
私
は
名
前
が
ほ
し
い
。
私
を
ど

う
呼
ぶ
つ
も
り
か
。』
と
尋
ね
た
。M

astam
ho

は
『
こ
の
子
は
男
の
子
だ
。
し
か

し
、
少
年
の
名
で
も
成
人
の
男
の
名
で
も
な
く
、
少
女
の
名
を
与
え
よ
う
と
思
う
。

私
は
彼
をH

atsinye- hai- kw
ats’ise

（
小
さ
な
女
の
子
の
医
者
）
と
呼
ぶ
。』
と

言
っ
た
。M

astam
ho

は
子
供
を
抱
き
上
げ
、
女
た
ち
に
こ
の
子
に
つ
い
て
何
で

も
語
る
の
で
、
語
る
こ
と
は
全
て
学
ん
で
も
ら
い
た
い
と
言
う
。
彼
は
歌
い
、
子

供
を
両
手
に
乗
せ
て
片
方
か
ら
他
方
へ
（
交
互
に
）
揺
す
っ
た
。
四
人
の
女
は
こ

の
動
き
に
合
わ
せ
て
踊
っ
た
。
彼
が
子
供
を
降
ろ
し
て
寝
か
せ
た
と
き
、
そ
の
子

は
『
私
は
男
の
子
だ
。
し
か
し
、
尻
当
て
布（

（
（

を
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う
は
し

な
い
の
だ
ろ
う
か
。私
は
女
の
子
の
服
を
着
る
の
か
、そ
れ
と
も
男
の
子
の
服
か
。』

と
思
っ
た
。

　

子
供
は
大
き
く
な
り
、
遊
び
を
外
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。M

astam
ho

は
彼

に
一
連
の
テ
ス
ト
を
受
け
さ
せ
た
。
彼
は
少
年
に
弓
を
作
っ
て
与
え
た
が
、
少
年

は
そ
れ
を
放
り
出
し
た
。
神
は
も
っ
と
き
れ
い
な
弓
を
与
え
た
が
、
そ
れ
も
放
り

出
し
て
、
少
女
た
ち
と
人
形
で
遊
び
始
め
た
。
そ
れ
でM

astam
ho

は
彼
に

H
atsinye- tom

esike

と
い
う
新
し
い
名
を
与
え
、一
組
の
四
角
柱
状
の
サ
イ
コ
ロ

（
女
の
賭
博
遊
び
で
使
う
も
の
）
を
作
っ
て
与
え
た
。M

astam
ho

は
全
て
の
女
や

少
女
に
、少
年
は
サ
イ
コ
ロ
遊
び
の
長
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。M

astam
ho

は
歌
い
、
少
年
は
耳
を
傾
け
て
い
た
。M

astam
ho

が
四
回
歌
う
と
、
そ
の
後
少
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年
は
四
方
に
向
い
て
四
回
踊
っ
た
。
神
は
呪
術
で
自
ら
の
体
か
ら
女
の
服
を
作
り

出
し
、
少
年
に
与
え
、
着
方
と
振
る
舞
い
方
も
教
え
た
。
神
は
そ
れ
か
ら
彼
に
女

た
ち
を
（
家
の
外
へ
の
）
踊
り
に
引
率
せ
よ
と
指
示
し
た
。
少
年
は
女
た
ち
に
向

か
い
、
進
行
方
向
後
ろ
向
き
で
進
み
、
女
た
ち
は
彼
に
向
か
っ
て
続
い
た
（
こ
れ

は
モ
ハ
ー
ベ
の
踊
り
の
標
準
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
）。
少
年
は
大
き
な
声
で
歌

い
、
女
た
ち
は
彼
に
合
わ
せ
て
歌
い
（
踊
っ
た
）。
歌
い
な
が
ら
少
年
は
女
た
ち
に

唾
を
吐
き
か
け
た
（
唾
を
吐
き
か
け
る
こ
と
は
シ
ャ
ー
マ
ン
が
治
療
に
使
う
普
通

の
技
法
で
あ
る
）。
顔
に
塗
っ
た
よ
う
に
白
い
斑
点
が
で
き
た
。
歌
と
踊
り
に
続
い

て
、M

astam
ho

は
南
の
方
に
皆
を
導
き
、M

iakw
a’orve

に
連
れ
て
行
っ
た
。」

３―

３　

ア
リ
ハ
の
儀
礼

　

前
記
ク
ロ
ー
バ
ー
の
中
に
記
載
さ
れ
た
神
話
に
続
い
て
、
一
連
の
も
の
と
し
て
話

者
が
語
っ
た
も
の
を
、
ク
ロ
ー
バ
ー
は
神
話
と
い
う
よ
り
実
際
の
儀
礼
の
説
明
で
あ

る
と
し
て
区
別
し
て
記
載
し
た
（kroeber, 1972:20

）。
そ
れ
に
基
づ
い
た
短
縮
版

がH
andbook of Indians of C

alifornia

（K
roeber, 1925:748- 49

）
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
の
短
縮
版
の
訳
で
あ
る
。

「
モ
ハ
ー
ベ
は
異
性
装
者
を
ア
リ
ハ
と
呼
ん
で
、若
者
を
こ
の
状
態
に
導
く
儀
式
を

行
う
。
少
年
は
自
分
が
ア
リ
ハ
だ
と
い
う
夢
を
見
て
、
そ
の
後
は
そ
れ
以
外
の
こ

と
は
し
て
み
よ
う
が
な
い
の
だ
と
、
彼
ら
は
言
う
。
儀
式
の
夢
を
見
た
四
人
の
男

た
ち
を
迎
え
に
（
人
が
）
や
ら
れ
た
。
男
た
ち
は
（
儀
式
の
準
備
を
す
る
）
家
で

夜
を
過
ご
し
、
紐
を
縒
り
、
ア
リ
ハ
に
な
る
も
の
が
儀
式
以
降
身
に
つ
け
る
ス
カ

ー
ト
を
作
る
た
め
の
細
く
切
っ
た
木
の
皮
を
集
め
る
。
若
者
自
身
は
、
二
人
の
女

が
脇
に
座
っ
て
、
横
た
わ
っ
て
い
る
。
男
た
ち
が
紐
を
縒
る
と
き
に
次
の
よ
う
に

歌
う
。

こ
の
よ
う
に
そ
れ
を
巻
け

あ
の
よ
う
に
そ
れ
を
巻
け

そ
し
て
、
ス
カ
ー
ト
が
完
成
に
近
づ
く
と
次
の
よ
う
に
歌
う
。

私
は
そ
れ
を
も
つ

私
は
そ
れ
を
置
く

そ
れ
は
で
き
た

そ
れ
は
終
わ
っ
た

聞
け
！

耳
を
傾
け
よ
！

こ
れ
ら
の
歌
は
、
歌
い
手
た
ち
が
夢
でM

astam
ho

神
と
い
た
と
き
に
得
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
夜
の
間
、
神
が
こ
の
儀
式
の
最
初
の
執
行
を
命
じ
る
の
を
ど
の
よ

う
に
見
た
か
を
告
げ
て
い
る
も
の
だ
。

　
（
翌
）
朝
に
二
人
の
女
は
若
者
を
抱
き
上
げ
、
戸
外
に
連
れ
出
す
。
歌
い
手
の
一

人
は
ス
カ
ー
ト
を
身
に
つ
け
、
四
歩
で
（
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
動
か
不
明
）

川
ま
で
踊
っ
て
ゆ
く
。
若
者
は
後
に
続
き
、
真
似
を
す
る
。（
川
に
着
く
と
）
彼
ら

は
皆
沐
浴
を
す
る
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
二
人
の
女
は
彼
の
新
し
い
着
物
の
前
の
部
分

と
後
ろ
の
部
分
を
与
え
（
着
せ
）、
彼
の
顔
を
白
く
塗
る
。
四
日
後
に
彼
は
も
う
一

度
白
く
塗
ら
れ
、
そ
れ
で
（
そ
こ
で
）
ア
リ
ハ
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
は
女

の
よ
う
に
し
ゃ
べ
り
、
笑
い
、
ほ
ほ
え
み
、
座
り
、
動
く
。
彼
ら
は
賭
け
事
で
は
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強
運
だ
が
、
モ
ハ
ー
ベ
の
い
う
に
は
、
若
死
に
す
る
。
彼
ら
が
治
療
す
る
様
々
な

性
病
も
ま
た
ア
リ
ハ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
暗
示
的
な
こ
と
で
あ
る
。

　

時
に
は
、
し
か
し
男
よ
り
は
る
か
に
希
だ
が
、
少
女
が
男
の
身
分
に
な
る
こ
と

がYum
an

族
と
モ
ハ
ー
ベ
族
で
生
じ
る
。
少
女
はk

（
（
（

w
am

i

と
呼
ば
れ
、
女
と
結

婚
す
る
よ
う
だ
。
彼
女
の
新
し
い
地
位
を
印
し
付
け
る
儀
式
は
な
い
。」

　

デ
ヴ
ル
ー
も
こ
の
ク
ロ
ー
バ
ー
の
資
料
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
さ
ら
に

二
つ
の
説
明
を
、
自
身
の
調
査
の
内
容
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
し
て

引
用
す
る
。
前
記
を
儀
礼
の
説
明
１
と
し
、
以
下
を
説
明
２
と
説
明
３
と
す
る

（D
evereax, 1937:506- 508

）。

　

説
明
２

「
儀
式
は
、
平
ら
な
土
地
で
行
わ
れ
る
。
地
面
の
両
側
に
見
物
人
が
あ
ら
か
じ
め
集

ま
る
。
片
側
に
は
ス
カ
ー
ト
を
持
っ
た
女
が
、
他
方
に
は
歌
い
手
の
つ
い
た
少
年

が
い
る
。
歌
い
手
が
歌
い
、
少
年
は
踊
る
。
儀
式
の
こ
の
部
分
が
終
わ
る
と
、
歌

い
手
は
少
年
に
女
の
着
物
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
説
明
す
る
。（
女
の
）
着
物
の
作
り

方
を
ど
の
女
も
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
歌
い
手
は
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
受
け
る
少
年
の
着
物
を
作
る
た
め
に
腕
の
い
い
女
を
あ
ら
か
じ
め
選
ん
で
お

く
。
ア
リ
ハ
は
そ
れ
か
ら
川
に
連
れ
て
行
か
れ
、
沐
浴
す
る
。
彼
は
古
い
名
前
を

持
ち
続
け
る
。
彼
は
ど
の
リ
ニ
ー
ジ
で
あ
れ
女
性
が
も
つ
氏
族
名
前
を
付
け
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
フ
ワ
メ
に
対
し
て
こ
う
い
う
儀
式
を
す
る
か
は
分
か
ら
な
い
。」

　

説
明
３

「
歌
い
手
が
道
（
地
面
）
の
中
心
に
尖
っ
た
棒
で
円
を
描
く
。
二
人
の
女
に
導
か
れ

て
少
年
が
連
れ
て
こ
ら
れ
て
、
円
の
中
心
に
入
れ
ら
れ
る
。
二
人
の
女
は
少
年
の

母
と
母
方
の
祖
母
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
も
し
少
年
が
円
の
中
心
に
そ
の
ま

ま
公
衆
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
て
立
っ
て
い
る
気
が
あ
り
そ
う
な
ら
、
彼
は
儀
式
を

受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
だ
。
聴
衆
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
歌
い
手

が
、
歌
を
歌
い
始
め
る
。
歌
声
が
少
年
に
届
く
と
直
ち
に
女
が
や
る
よ
う
に
踊
り

始
め
る
。
徐
々
に
歌
い
手
は
踊
っ
て
い
る
少
年
に
近
づ
く
。
歌
の
テ
キ
ス
ト
（
歌

詞
）
に
従
っ
て
パ
ン
ト
マ
イ
ム
を
少
年
が
演
じ
て
い
る
間
は
別
に
し
て
、
踊
り
の

ス
テ
ッ
プ
は
変
わ
ら
な
い
。も
し
少
年
が
公
的
に
ア
リ
ハ
に
な
る
気
が
な
い
な
ら
、

踊
り
は
し
な
い
。
も
し
な
る
気
が
あ
る
な
ら
、
歌
は
ま
っ
す
ぐ
彼
の
心
に
入
っ
て

い
っ
て
、
か
な
り
の
強
さ
で
踊
る
だ
ろ
う
。
自
分
で
は
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
の
だ
。
四
番
目
の
歌
の
後
で
、
彼
は
ア
リ
ハ
と
宣
言
さ
れ
る
（
公
に
認

め
ら
れ
る
）。
彼
を
円
の
中
心
に
導
い
た
の
と
同
じ
女
が
、
他
の
女
も
共
に
つ
い
て

（
二
人
で
）、
コ
ロ
ラ
ド
川
に
彼
を
連
れ
て
行
く
。
沐
浴
の
後
、
ス
カ
ー
ト
を
受
け

取
る
。
彼
は
踊
り
の
場
に
連
れ
戻
さ
れ
、
女
の
服
装
を
す
る
。（
そ
れ
を
見
て
）

人
々
は
解
散
す
る
。
同
じ
儀
式
は
フ
ワ
メ
に
も
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
は
尻
当

布
を
つ
け
る
。」

　

細
部
は
異
な
る
も
の
の
、
儀
式
の
三
つ
の
説
明
で
い
わ
ば
そ
の
骨
格
は
共
通
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ス
コ
ー
は
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
の
い
う
通
過
儀
礼
の

三
つ
の
相
、
す
な
わ
ち
分
離
、
過
渡
（
移
行
）、
統
合
の
局
面
を
儀
礼
の
中
に
読
み
取
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る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（R

oscoe, 1998

）。

３―
４　

ア
リ
ハ
の
呪
術
的
機
能

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
ア
リ
ハ
は
頭
皮
踊
り
の
中
で
の
指
導
的
、
祭
司
的
役
割
を
神

話
で
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
と
の
語
り
は
長
い
も
の
で
あ
る
（K

roeber, 

1948:28- 34

）
が
、
そ
の
簡
約
版
が
ク
ロ
ー
バ
ー
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
収
め
ら
れ
て

い
る
（K

roeber, 1925:761
）。
し
か
し
あ
ま
り
に
簡
単
す
ぎ
て
こ
こ
で
引
用
し
て
も

理
解
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ス
コ
ー
が
わ
か
り
や
す
く
要
約
し
て
紹
介
し
て
い

る
（R

oscoe, 1998:142- 43

）
の
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
。

「
こ
の
話
の
中
で
中
心
人
物
はN

yohaiva

と
い
う
、
世
の
始
ま
り
の
時
期
に
生
ま

れ
た
、
女
を
表
象
し
て
い
る
昆
虫
で
あ
る（

（
（

。N
yohaiva
はM

iakw
a’orve

（
部
族

の
パ
ー
テ
ィ
地
域
）
で
夢
か
ら
覚
め
た
。
直
ち
に
と
て
も
『
好
い
夢
を
見
た
』
の

で
人
々
に
そ
の
夢
を
伝
え
た
い
と
述
べ
た
。
彼
女
は
少
し
移
動
し
て
、
も
う
一
つ

の
踊
り
の
場
所
（M

iakw
a’orve

）
を
造
っ
て
、『
皆
さ
ん
こ
の
場
所
に
来
な
さ
い
。

こ
こ
に
来
て
遊
び
、
歌
い
、
楽
し
い
時
を
過
ご
し
な
さ
い
。
そ
し
て
、
私
は
皆
さ

ん
に
結
婚
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
』
と
告
げ
た
。
そ
れ
に
続
く
移
動
の
旅
で
、
一

群
の
人
々
に
歌
を
教
え
、W

alapai

（Yum
a

語
族
に
属
す
る
一
部
族
）
に
狩
の
仕

方
を
教
え
た
。
四
人
の
老
人
に
会
っ
た
と
き
、
彼
ら
は
皆
兄
弟
で
彼
女
を
殺
そ
う

と
企
ん
だ
が
、
彼
女
は
彼
ら
に
戦
い
を
宣
言
し
た
。
彼
女
は
衣
服
と
髪
型
を
（
よ

り
男
性
的
に
）
変
え
、
顔
に
四
本
の
水
平
の
線
を
描
い
た
。
自
分
の
唾
か
ら
作
っ

た
魔
法
の
玉
を
使
っ
て
敵
を
眠
ら
せ
、
彼
女
は
敵
の
一
人
の
首
（
す
な
わ
ち
頭
皮（

（
（

）

を
親
指
の
爪
で
切
り
離
し
た
。
服
の
下
に
そ
の
頭
（
皮
）
を
隠
し
、
彼
女
は
人
々

を
四
人
（
四
は
こ
の
地
域
の
先
住
民
に
と
っ
て
呪
術
的
な
い
わ
ば
聖
数
で
あ
る
）

の
ア
リ
ハ
の
い
る
場
所
に
連
れ
て
行
っ
た
。Nyohaiva

は
そ
れ
か
ら
頭
皮
踊
り
を

先
導
し
た
。
頭
（
皮
）
を
四
回
投
げ
上
げ
、
頭
皮
に
つ
い
て
の
歌
を
歌
っ
た
。
そ

れ
か
ら
彼
女
は
そ
れ
を
柳
の
柱
に
結
び
つ
け
、『
戦
が
あ
っ
て
、
頭
皮
が
剥
が
れ
た

ら
（
敵
の
頭
皮
を
剥
い
だ
ら
）
私
の
し
た
よ
う
に
人
々
は
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ

ら
は
踊
り
、
楽
し
む
で
あ
ろ
う
。
皆
は
上
機
嫌
で
踊
り
、
歌
う
で
あ
ろ
う
。』
と
宣

言
し
た
。
彼
女
は
頭
（
皮
）
を
南
に
投
げ
、
そ
れ
は
そ
こ
で
岩
に
変
わ
っ
た
。
そ

し
て
自
らA

visoqw
ilye

す
な
わ
ち
『H

aw
k M

ountain

』
と
呼
ば
れ
て
い
る
岩

に
変
わ
っ
た
。」

　

現
実
に
も
ア
リ
ハ
は
こ
の
頭
皮
踊
り
で
特
別
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
デ
ヴ
ル
ー

の
記
述
で
分
か
る
。

　

デ
ヴ
ル
ー
は
、
ア
リ
ハ
は
臆
病
者
と
思
わ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
モ
ハ
ー

ベ
語
で
「
お
前
は
臆
病
者
だ
」
と
い
う
罵
り
は
「m

alyhaek

」
と
い
う
の
だ
が
、
こ

こ
に
「alyha

」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
現
実
に
ア
リ
ハ
は
男
な
ら
皆
加

わ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
リ
ハ

は
不
思
議
な
儀
礼
的
役
割
を
果
た
す
。
襲
撃
か
ら
戻
っ
た
戦
士
た
ち
の
た
め
の
「
凱

旋
祝
宴
（yakkisaalyk

）」
で
ア
リ
ハ
は
女
の
立
場
を
取
っ
て
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
祭
り
で
は
戦
で
親
族
を
失
っ
た
老
女
た
ち
は
、
戦
に
行
か
な
か
っ
た
男
た
ち

を
次
の
よ
う
に
し
て
愚
弄
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
た
ち
は
回
り
を
樹
皮
で
く
る
ん

だ
木
で
で
き
て
い
る
男
根
を
用
意
す
る
か
、
彼
ら
の
（
繊
維
を
編
ん
で
紐
に
し
た
も
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の
で
作
っ
た
）
ス
カ
ー
ト
の
前
を
ひ
ね
っ
て
た
だ
出
っ
張
ら
せ
る
か
し
て
、
群
衆
の

中
を
練
り
歩
く
。
そ
の
と
き
家
に
残
っ
て
い
た
も
の
の
前
で
こ
れ
を
脚
の
間
か
ら
つ

き
だ
し
て
、「
お
前
は
男
で
は
な
い
、
ア
リ
ハ
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
の
の
し
る
。

ア
リ
ハ
も
大
抵
は
こ
の
木
の
男
根
か
、
古
い
棍
棒
を
用
い
て
、
こ
の
あ
ざ
け
り
行
為

に
耽
る
（D

evereax, 1937:517

）。

　

こ
こ
で
、「
凱
旋
祝
宴
（yakkisaalyk

）」
と
デ
ヴ
ル
ー
が
言
う
も
の
は
、
明
ら
か

にN
yohaiva

の
頭
皮
踊
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
若
い
男
女
は
髪
を
白
く
塗
っ
て
四

日
四
晩
踊
る
（R

oscoe, 1998:142
）。
そ
の
と
き
性
的
な
交
流
も
行
わ
れ
る
。

４　

家
族
や
地
域
社
会
の
態
度

　

こ
の
よ
う
な
ア
リ
ハ
や
フ
ワ
メ
に
対
す
る
態
度
は
、
い
わ
ば
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な

も
の
で
あ
る
。
家
族
は
、
先
ず
少
年
や
少
女
の
、
反
対
の
性
に
対
す
る
傾
性
を
抑
制

し
よ
う
と
す
る
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
厳
し
い
罰
を
与
え
た
り
な
ど
は
し
な
い
。
例
え

ば
女
の
子
が
レ
ズ
ビ
ア
ン
的
性
行
動
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
半
ば
あ
き
ら
め
気
分
で

そ
れ
を
抑
制
し
て
フ
ワ
メ
に
な
る
の
を
止
め
よ
う
と
は
す
る
が
、
そ
う
見
込
み
の
あ

る
試
み
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
（D

evereux, 1961:266

）。
そ
れ
は
男
の
子
の
場
合

も
同
様
で
、
女
の
遊
び
な
ど
を
好
む
少
年
を
暫
く
見
守
っ
た
後
、
こ
れ
は
こ
の
子
の

本
性
だ
か
ら
致
し
方
な
い
と
し
て
、
儀
礼
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
儀
礼
の
最
初
の
部
分
で
、
ア
リ
ハ
の
神
話
か
ら
由
来
す
る
歌
を
シ
ャ
ー

マ
ン
た
ち
が
歌
っ
て
も
反
応
し
な
い
よ
う
だ
と
、
家
族
は
ほ
っ
と
す
る
と
い
う
。
ま

た
後
に
述
べ
る
が
、
家
族
す
ら
ア
リ
ハ
は
幾
分
気
が
違
っ
て
い
る
と
考
え
、
ア
リ
ハ

に
な
る
こ
と
を
喜
ば
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ハ
と
い
う
も
の
に
は
明
ら
か
に

否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
夢
見
で
与
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
ア
リ
ハ

へ
の
少
年
の
先
天
的
な
傾
向
性
に
つ
い
て
は
、
本
人
に
も
自
分
た
ち
に
も
い
か
ん
と

も
し
が
た
い
こ
と
と
し
て
、（
消
極
的
で
は
あ
る
が
）
肯
定
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
は
、
地
域
社
会
の
見
方
の
反
映
で
あ
る
。
人
々
は

夢
に
依
り
様
々
な
力
を
得
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る（

（
（

。
ど
の
よ
う
な
人
に
な
る
か
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
か
は
夢
が
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は
こ
ん
な

夢
を
見
た
か
ら
、
と
い
っ
て
勝
手
な
主
張
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
神
話

で
語
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
照
ら
し
て
、
神
話
を
よ
く
知
る
も
の
た
ち
が
是
認
を
与

え
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
神
話
が
範
型
に
な
っ
て
、
現
実

が
作
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
夢
に
よ
っ
て
特
別
な
力
を

得
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
社
会
は
介
入
し
な
い
ら
し
い
。
ま
た
若
者
の
非
行
な
ど

で
も
、
性
的
な
活
動
や
破
壊
的
な
行
動
な
ど
は
、
盗
み
な
ど
事
物
に
関
す
る
非
行
と

は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
将
来
の
シ
ャ
ー
マ
ン
を
予
期
さ
せ
る
（
つ
ま
り
、
い

ず
れ
彼
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
力
を
得
る
夢
を
見
る
）
も
の
と
考
え
ら
れ
て
、
あ
ま
り
強

く
咎
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
社
会
的
に
見
守
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
と
同
じ
態
度
が

ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
を
予
想
さ
せ
る
よ
う
な
行
動
に
対
し
て
も
取
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
態
度
は
儀
礼
を
経
て
ア
リ
ハ
に
な
っ
た
後
も
維
持
さ
れ
る
。
先
に
述

べ
た
よ
う
な
奇
妙
な
行
動
を
と
る
ア
リ
ハ
に
対
し
て
、
決
し
て
（
面
と
向
か
っ
て
）

揶
揄
し
た
り
侮
辱
し
た
り
は
し
な
い
。
本
人
も
ど
う
し
て
み
よ
う
も
な
い
こ
と
な
の

だ
か
ら
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
ア
リ
ハ
に
対
す
る
潜

在
的
な
恐
れ
が
そ
れ
を
抑
制
し
て
い
る
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
ア
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リ
ハ
と
共
に
暮
ら
す
「
夫
」
あ
る
い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
に
は
か
な
り
執
拗
な
嘲
り
が
向

け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
フ
ワ
メ
の
「
妻
」
に
対
し
て
も
同
様
で
、
こ
ち
ら
の
方
が
一
段

と
辛
辣
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
内
容
は
性
的
な
当
て
こ
す
り
が
ど
ち
ら
の
場
合
も
多

い
が
、
フ
ワ
メ
の
場
合
、
興
味
本
位
の
か
ら
か
い
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
他
に
相
手

が
い
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
に
な
に
ゆ
え
選
り
に
選
っ
て
フ
ワ
メ
な
ど
と
、
と
い
う

よ
う
な
、
フ
ワ
メ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
女
性
へ
の
感
情
的
な
（
ね
た
み
も
混
じ
っ

た
）
非
難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
だ
。
フ
ワ
メ
に
し
て
も
ア

リ
ハ
に
し
て
も
配
偶
者
と
し
て
ま
と
も
な
存
在
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
周
囲
の
こ
の
態
度
の
た
め
に
、
た
だ
で
さ
え
不
安
定
な
モ
ハ
ー
ベ
の
結
婚
の
な

か
で
も
、
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
と
の
関
係
は
壊
れ
や
す
い
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
は
、
強
い
力
を
持
つ
シ
ャ
ー
マ
ン
で
も
あ
る
の
で
、
そ

の
力
は
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
デ
ヴ
ル
ー
は
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
は
例
外
的
に
強
力
な
シ
ャ

ー
マ
ン
で
殊
に
フ
ワ
メ
が
そ
う
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
（D

evereux, 1937:516

）。

概
念
と
し
て
は
別
な
の
で
、
彼
ら
が
全
て
そ
の
ま
ま
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
モ
ハ
ー
ベ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ー

マ
ン
は
気
味
の
悪
い
物
事
や
奇
妙
な
行
動
に
結
び
つ
い
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
誕
生
前
の
胎
児
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
夢
）
や
、
他
殺
や
自
殺
な
ど
の
破
壊
的
傾
向

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
も
こ
の
よ
う
な
子
宮
の
中
で
の
夢
見
が
特

徴
的
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
モ
ハ
ー
ベ
で
は
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
に
対
し
て
は
軽
侮
の
気
持
ち
と
恐

れ
の
気
持
ち
と
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
さ
に
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
存
在
な
の

で
あ
る
。
象
徴
的
に
考
え
る
と
、
こ
れ
は
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
取
り
立
て
て
特
徴

も
な
く
、
何
の
注
意
も
ひ
か
な
い
ご
く
当
た
り
前
の
大
多
数
の
成
人
男
女
と
は
明
ら

か
に
区
別
さ
れ
る
、
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

５　

考
察

　

ア
リ
ハ
の
社
会
的
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
地
位
を
二
つ
の
面
か
ら
考
察
し
、
そ
の
意
味

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
一
つ
は
普
通
の
男
子
の
成
人
（
成
熟
）
儀
礼
（puberty rite

）

の
分
析
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
検
討
で
あ
る
。

５―

１　

成
人
儀
礼

　

ア
リ
ハ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
か
な
り
詳
し
く
分
か
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

ア
リ
ハ
の
社
会
的
地
位
の
理
解
が
十
分
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
通
の
男
子
の

通
過
儀
礼
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ア
リ
ハ
の
儀
礼
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の

か
、
さ
ら
に
は
女
子
の
成
人
儀
礼
（
成
女
儀
礼
）
と
の
関
わ
り
は
ど
う
か
な
ど
は
、

ど
う
し
て
も
観
察
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。

　

先
ず
、
成
女
儀
礼
に
簡
単
に
触
れ
る
。
男
子
儀
礼
は
女
子
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し

て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
儀
礼
の
構
造
お
よ
び
意
味
は
女
子
の
そ
れ
に
対
応
す
る
と
デ

ヴ
ル
ー
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
ハ
ー
ベ
の
女
子
成
人
儀
礼
は
、
多
く
の
前

近
代
社
会
に
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
潮
を
き
っ
か
け
に
行
わ
れ
る
。
隔
離
と
タ

ブ
ー
の
遵
守
と
が
儀
礼
の
内
容
で
あ
る
。
通
常
の
住
居
の
一
室
に
炉
を
つ
く
り
、
そ

の
暖
め
た
灰
の
上
に
仰
向
け
で
横
た
わ
っ
て
、
四
日
間
過
ご
す
の
が
ほ
ぼ
標
準
的
な

や
り
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
特
別
な
小
屋
は
造
ら
な
い
。
そ
の
間
食
べ
物
や
行
動

な
ど
に
い
く
ら
か
禁
忌
が
あ
る
。
こ
の
忌
み
が
過
ぎ
る
と
少
女
は
川
で
沐
浴
し
、
通
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常
の
生
活
に
復
す
る
。

　

多
く
の
社
会
と
同
じ
よ
う
に
、
女
子
の
場
合
は
家
族
・
親
族
レ
ベ
ル
で
こ
の
儀
礼

は
行
わ
れ
、
地
域
共
同
体
の
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
公
的
と
い

う
よ
り
私
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
儀
礼
の
後
、
正
式
な
性
生
活
が
許

さ
れ
る
と
か
結
婚
が
認
め
ら
れ
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
以
前
か
ら
男
女

と
も
性
的
な
活
動
は
自
由
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。儀
礼
の
意
義
と
し
て
は
、

女
性
と
し
て
の
健
康
や
出
産
の
安
全
な
ど
を
も
た
ら
す
予
防
的
な
効
果
が
文
化
的
に

了
解
さ
れ
て
い
る
。

　

女
性
の
場
合
は
性
的
、
身
体
的
な
成
熟
は
は
っ
き
り
し
た
印
と
共
に
認
識
さ
れ
る

の
で
、
儀
礼
の
契
機
、
意
義
共
に
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
男
子
の
場
合
は
女
子

の
よ
う
な
分
か
り
や
す
さ
は
な
い
。

　

モ
ハ
ー
ベ
の
男
子
成
人
儀
礼
は
、
基
本
的
に
は
少
年
の
鼻
中
隔
に
穴
を
開
け
、
自

宅
で
の
四
日
間
の
安
静
（
忌
み
と
い
う
ほ
ど
禁
忌
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
）
後
に
、

六
〇
マ
イ
ル
ほ
ど
の
遠
距
離
走
を
行
う
こ
と
が
そ
の
内
容
と
し
て
人
々
に
認
識
さ
れ

て
い
る
。
以
後
「
鼻
棒
（nose stick

）」
や
そ
の
他
の
飾
り
を
鼻
中
隔
に
通
し
て
生

活
す
る
。
モ
ハ
ー
ベ
で
は
、
ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
民
族
の
よ
う
に

性
器
の
加
工
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
女
子
と
同
様
に
性
的
行
動
は
そ
れ
以
前

か
ら
社
会
的
に
抑
制
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
後
に
初
め
て
（
改
ま
っ
て
）
性
生

活
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
他
の
社
会
の
よ
う
に
年
齢
組
織
（
こ
れ
自
体
モ
ハ
ー

ベ
に
は
な
い
）
で
の
（
呼
び
方
な
ど
に
表
現
さ
れ
る
）
位
置
づ
け
が
変
わ
る
わ
け
で

も
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
全
く
「
非―

性
的
」
な
儀
礼
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
少

年
の
身
体
的
成
熟
に
伴
う
第
二
次
性
徴
が
、
こ
の
儀
礼
を
行
う
契
機
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
行
動
上
の
変
化
な
ど
が
、
儀
礼
を
受
け
る
時
期
の
手
掛
か

り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
全
て
の
男
子
が
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
身
体
の
弱
い
少
年
な
ど
は
受
け

な
い
こ
と
も
あ
る
。
一
定
の
適
齢
の
少
年
の
集
団
に
、
地
域
で
公
的
な
儀
礼
と
し
て

執
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
執
行
者
は
た
ま
た
ま
鼻
中
隔
の
穴
開
け
に
習
熟
し
た
も

の
が
、
夏
期
に
、
多
く
は
自
分
の
居
住
地
で
個
別
に
行
う
こ
と
を
地
域
に
周
知
し
、

そ
れ
に
応
じ
て
少
年
が
集
ま
る
だ
け
で
あ
る
。
執
行
者
と
施
術
を
受
け
た
少
年
と
の

間
、
お
よ
び
共
に
受
け
た
少
年
同
士
の
間
に
特
別
な
関
係
は
形
成
さ
れ
な
い
。
執
行

者
は
報
酬
も
特
別
な
敬
意
も
受
け
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
説
明
で
は
儀
礼
の
「
非―

性
的
」
な
特
質
が
際
だ
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
に
対
し
、
モ
ハ
ー
ベ
族
自
身
は
こ
の
儀
礼
は
女
子
の
成
熟
儀
礼
に
相
当
す

る
「
男
性
の
（m

asculine

）
等
価
物
」
で
あ
る
と
観
念
し
て
い
る
。
女
子
儀
礼
に
類

比
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
人
の
男
性
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
意
味
で
性
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
矛
盾
」
を
デ
ヴ
ル
ー
は
精
神
分
析
的
な

解
釈
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
見
か
け
の
「
非―

性
的
」
な
内
容
が
性
的
な

意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
な
り
に
再
構

成
し
て
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
論
理
と
な
る
（D

evereux, 1949

）。

　

先
ず
一
般
的
に
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
は
少
年
の
「
去
勢
」
と
い
う
性
的
な
要

素
が
入
っ
て
い
る
と
彼
は
前
提
す
る
。
去
勢
は
多
く
は
割
礼
や
下
部
切
開
な
ど
の
男

性
器
へ
の
侵
襲
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
は
通
過

儀
礼
の
「
移
行
」
の
段
階
に
お
い
て
の
、
少
年
の
「
破
壊
」、「
子
供
化
」、「
女
性
化
」

と
も
い
う
べ
き
一
時
的
「
非―

男
性
化
」
の
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
「
統
合
」
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の
段
階
で
再
生
、
回
復
、
あ
る
い
は
（
男
性
性
の
）
再
活
性
化
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る

と
想
定
す
る
。
換
言
す
れ
ば
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
「（
少
年
の
）
死
と

（
男
性
と
し
て
の
）
再
生
」
が
儀
礼
的
に
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
精
神
分
析
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、「
上
昇
的
な
置
換
」
を
通
し
て
鼻
は
ペ

ニ
ス
と
ワ
ギ
ナ
双
方
を
象
徴
す
る
。
鼻
の
「
男
性
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
、
モ

ハ
ー
ベ
の
儀
礼
で
は
思
春
期
の
少
年
の
鼻
＝
ペ
ニ
ス
を
切
断
（m

utilate

）
す
る
、
す

な
わ
ち
去
勢
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
モ
ハ
ー
ベ
の
信
念
で
は
、
鼻
の
穿

孔
は
モ
ハ
ー
ベ
の
生
活
で
大
切
な
、
走
る
こ
と
の
ス
タ
ミ
ナ
を
増
強
す
る
も
の
で
あ

る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
デ
ヴ
ル
ー
の
論
理
構
成
で
は
後
に
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
性
的
な
力
の
強
化
儀
礼
と
し
て
も
理
解
す
べ
き
も
の
に
な
る
。

　

同
じ
く
鼻
に
穴
を
開
け
る
こ
と
は
、
血
を
流
す
「
ワ
ギ
ナ
化
（Vaginalization,�

頭

文
字
は
原
文
の
ま
ま
）」
で
あ
っ
て
、
鼻
の
「
女
性
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
が
明
ら
か
に
な

る
。
少
年
た
ち
は
穴
を
開
け
ら
れ
る
痛
み
で
泣
く
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

重
要
で
あ
る
と
デ
ヴ
ル
ー
は
い
う
。
少
女
が
破
瓜
時
あ
る
い
は
出
産
時
に
痛
み
で
泣

い
た
り
し
て
は
い
け
な
い
の
と
同
様
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
シ
ン

ボ
リ
ズ
ム
で
、
血
に
関
係
す
る
女
子
成
熟
儀
礼
と
の
関
連
づ
け
を
彼
は
精
神
分
析
的

に
構
築
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
穿
孔
の
対
象
と
な
る
鼻
と
い
う
器
官
は
、
極
め
て
性
的
な
意
味
を

帯
び
て
い
る
が
、
儀
礼
の
も
う
一
つ
の
要
素
で
あ
る
走
る
行
為
お
よ
び
走
者
の
ス
タ

ミ
ナ
へ
の
関
心
は
、
儀
礼
の
性
的
な
意
味
を
さ
ら
に
確
証
し
て
く
れ
る
と
デ
ヴ
ル
ー

は
い
う
。
モ
ハ
ー
ベ
の
、
こ
の
儀
礼
の
制
定
神
話
と
も
い
う
べ
き
神
話
の
中
の
鳥
に

関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
長
く
飛
ぶ
た
め
の
ス
タ
ミ
ナ
を
得
る
た
め
に
鳥
は
嘴
に

穴
を
開
け
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
性
的
能
力
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
老
人
の
調

査
時
の
夢
な
ど
か
ら
、
走
る
こ
と
は
飛
ぶ
こ
と
を
媒
介
に
し
て
性
交
と
象
徴
的
に
関

連
づ
け
ら
れ
る
と
デ
ヴ
ル
ー
は
い
う
。
性
的
能
力
と
走
る
こ
と
と
の
関
連
は
、
モ
ハ

ー
ベ
の
無
意
識
の
中
で
は
っ
き
り
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
結

び
つ
き
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
こ
の
鼻
中
隔
穿
孔
の
儀
礼
は
偽
装
さ
れ
た
男
子
成
人

儀
礼
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
実
証
さ
れ
る
と
彼
は
考
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
儀
礼
を
経

る
こ
と
で
、
走
る
ス
タ
ミ
ナ
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
男
の
性
的
能
力
が
増
強
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
極
め
て
性
的
な
儀
礼
と
な
る
。

　

以
上
が
デ
ヴ
ル
ー
の
説
だ
が
、
仮
に
彼
の
い
う
よ
う
に
こ
の
儀
礼
が
男
子
成
人
儀

礼
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が
ア
リ
ハ
の
地
位
に
つ
い
て
直
接
何
か
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ハ
は
こ
の
鼻
中
隔
穿
孔
の
儀
礼

を
受
け
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
情
報
は
、
デ
ヴ
ル
ー
に
も
デ
ヴ
ル
ー
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
他
の
研
究
者
の

記
述
に
も
は
っ
き
り
と
は
う
か
が
え
な
い
。

　

ア
リ
ハ
の
地
位
に
つ
い
て
、
ロ
ス
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
こ
の
儀
礼

の
目
標
は
、
デ
ヴ
ル
ー
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
〝
強
調
し
て
述
べ
て
い
る
〟（
引
用

符
に
よ
る
強
調
は
原
文
）
よ
う
に
、
儀
礼
を
受
け
る
も
の
の
セ
ッ
ク
ス
を
変
え
る
こ

と
で
は
な
く
、
少
年
の
地
位
か
ら
成
人
の
ア
リ
ハ
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
（
実
現
す

る
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
全
て
は
男
と
女
の
人
格
と
は
異
な
る
（
別
個
の
）
人
格（

（
（

の

自
律
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ア
リ
ハ
お
よ
び
フ
ワ
メ
役
割
の
解
釈
と
矛
盾
を
来

さ
な
い
（R

oscoe, 1998:151

）。」
こ
れ
は
正
当
な
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ス
コ

ー
は
そ
の
根
拠
と
な
る
理
路
を
説
明
し
て
い
な
い（
（（
（

。
そ
も
そ
も
彼
は
モ
ハ
ー
ベ
の
男
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女
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
資
料
を
参
照
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
私
な
り
に
こ
れ
ま

で
の
論
述
に
従
っ
て
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
男
性
的
な
生
き
方
、
つ
ま
り

戦
闘
な
ど
に
参
加
す
る
気
持
ち
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
時
期
が
、
思
春
期
よ
り

少
し
前
頃
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
子
を
見
て
大
人
は
少
年
た
ち
に
鼻
中

隔
穿
孔
の
儀
礼
を
受
け
る
よ
う
に
促
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
頃
、
ア
リ

ハ
に
な
る
べ
き
少
年
も
そ
の
女
性
的
な
指
向
性
の
特
徴
を
鮮
明
に
す
る
か
、
幼
い
と

き
か
ら
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
子
に
つ
い
て
、
人
々
が
臨
界
的
な
時
期
と
感
じ
る

か
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
少
年
は
い
ず
れ
か
の
儀
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

片
方
は
成
人
の
男
性
に
な
り
、
他
方
は
「
成
人
の
ア
リ
ハ
」
に
な
る
。
こ
こ
で
完
全

に
進
路
が
分
か
れ
、
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
に
な
る
。
ロ
ス
コ
ー
は
多
元
的
ジ

ェ
ン
ダ
ー
観
に
基
づ
い
て
、
ア
リ
ハ
も
フ
ワ
メ
も
男
女
と
同
じ
独
立
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

で
あ
る
と
主
張
し
た
い
よ
う
で
あ
る
（cf. R

oscoe, 1998, C
hap. 7

）。
し
か
し
、
少

年
た
ち
が
た
ど
る
二
つ
の
道
筋
が
互
い
に
異
な
る
独
立
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
は
、
別
に

検
討
が
必
要
だ
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
特
質
を
分
析
で
き
る
項
目
の
一
つ
は
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
の
課
題
と
な
る
。

５―

２　

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

ア
リ
ハ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
の
人
々
の
参
加
を
求
め
て
行
わ
れ
る
。

多
く
の
人
に
わ
ざ
わ
ざ
触
れ
を
出
す
の
は
、
少
年
の
親
族
が
人
々
に
儀
礼
を
見
て
も

ら
い
た
い
こ
と
と
、
少
年
が
女
の
服
を
着
て
い
る
の
に
慣
れ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で

あ
る
と
デ
ヴ
ル
ー
は
述
べ
た
上
で
、「
か
よ
う
な
『
慣
れ
る
』
た
め
の
宴
会
は
、
人
が

片
目
を
失
っ
た
場
合
に
も
開
か
れ
る
」
と
わ
ざ
わ
ざ
本
文
の
括
弧
の
中
で
注
を
付
け

て
い
る
（D

evereux, 1937:508

）。
ア
リ
ハ
の
場
合
は
、
片
目
を
失
っ
た
場
合
と
異

な
り
宴
会
は
な
い
が
、
何
か
関
連
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
別
の
箇
所
で
彼
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
（D

evereux, 1961

）。

　

男
女
と
も
殊
に
（
未
婚
の
）
若
い
と
き
に
事
故
（
木
の
枝
で
目
を
突
く
な
ど
）
で

「
片
目
」
を
失
っ
た
場
合
、
親
族
が
宴
を
催
し
て
集
落
の
人
を
招
待
し
て
も
て
な
す
。

大
昔
は
作
物
を
配
っ
た
が
、
後
年
（
馬
の
導
入
以
後
）
馬
を
殺
し
て
食
べ
さ
せ
る
こ

と
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
殺
さ
れ
た
馬
は
失
明
し
た
人
の
身
代
わ
り
で
、
死
者
の
国
で

失
明
し
た
人
を
待
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
若
く
し
て
片
目
を
失
明
す
る
こ
と
は
「
死

ん
だ
も
同
然
」（op. cit.:367

）
と
も
み
な
さ
れ
、
こ
の
儀
礼
は
そ
の
公
的
な
表
明
と

も
思
わ
れ
る
。

　

ト
ラ
コ
ー
マ
な
ど
で
全
盲
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
は
行
わ
れ
な

い
し
、
そ
も
そ
も
「
死
ん
だ
も
同
然
」
の
状
態
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
り
は
し
な
い
。

片
目
の
時
に
だ
け
な
に
ゆ
え
「
死
ん
だ
も
同
然
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
災
難
な
の

か
は
問
題
で
あ
る
と
デ
ヴ
ル
ー
も
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
彼
な
り
の
考
え
を
述

べ
て
い
る
。「
唯
一
の
手
が
か
り
は
、
片
目
を
失
う
こ
と
は
そ
の
人
が
ま
だ
若
い
と
き

に
殊
の
外
痛
ま
し
い
と
、
明
白
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の

魅
力
の
少
な
く
な
っ
た
姿
の
た
め
に
、
恋
人
を
得
る
努
力
を
遂
行
す
る
際
に
、
不
利

と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（loc. cit.

）。」

　

こ
こ
で
の
デ
ヴ
ル
ー
の
解
釈
の
よ
う
に
、
こ
の
範
囲
内
の
現
象
だ
け
を
合
理
的
に

了
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
片

目
を
失
う
こ
と
で
恋
人
や
将
来
の
配
偶
者
に
と
っ
て
魅
力
を
失
う
の
で
あ
れ
ば
、
全

盲
で
は
さ
ら
に
魅
力
が
少
な
く
な
る
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
若
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く
し
て
全
盲
に
な
っ
た
と
し
て
も
こ
の
儀
礼
は
行
わ
な
い
よ
う
な
の
だ
。

　

デ
ヴ
ル
ー
は
、
モ
ハ
ー
ベ
で
は
聾
唖
で
あ
る
こ
と
は
精
神
病
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
と
言
っ
て
い
る
（D

evereux, 1961:248

）。
そ
し
て
聾
唖
以
外
の
、
精
神
障
害
の

象
徴
と
し
て
使
わ
れ
る
唯
一
の
身
体
障
害
は
、（
全
）
盲
で
あ
る
と
ク
ロ
ー
バ
ー
が
指

摘
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（op. cit.:251

）。
お
そ
ら
く
、
男
女
が
互
い
に
求

愛
す
る
普
通
の
状
況
へ
の
参
加
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
障
害
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
人
々
は
困
難
で
あ
る
と
モ
ハ
ー
ベ
は
み
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に

対
し
て
半
盲
に
は
そ
れ
ら
は
可
能
で
あ
る
が
、ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
求
愛
の
普
通
の
状
況
へ
の
参
加
の
様
態
で
、
両
者
は

区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
若
い
と
き
に
」「
片
目
を
失
う
」
こ
と
が
「
死
ん
だ
も
同
然
」
と
考

え
ら
れ
、「
馬
の
犠
牲
を
伴
う
宴
会
」
を
行
う
と
す
る
な
ら
、
次
に
「
馬
の
犠
牲
を
伴

う
宴
会
」
が
行
わ
れ
る
状
況
や
、「
死
ん
だ
も
同
然
」
と
さ
れ
る
他
の
場
面
を
考
え
合

わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

馬
の
犠
牲
を
伴
う
宴
会
が
行
わ
れ
る
場
面
は
他
に
二
つ
あ
る
。
土
地
の
境
界
争
い（
（（
（

（op. cit.:368- 69

）
と
、
イ
ン
セ
ス
ト
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
イ
ト
コ
と
の
近
親

婚
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
イ
ン
セ
ス
ト
と
し
て
の
結
婚
に
つ
い
て
議
論
し
て
い

る
節
で
、
そ
の
婚
姻
儀
礼
で
馬
を
殺
し
て
食
べ
た
り
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
あ
た
か

も
精
神
分
析
の
自
由
連
想
法
の
よ
う
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
た
ち
が
関
連
づ
け
る
儀

礼
が
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
は
片
目
を
失
っ
た
と
き
の
儀
礼
と
土
地
の
境
界
争
い
の
際

の
行
動
で
あ
る
と
デ
ヴ
ル
ー
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
三
つ
の
社
会
的
行
為
の
関
連

が
、
深
層
の
（
象
徴
的
）
意
味
に
敏
感
な
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て

い
る
と
い
う
（op. cit.:366- 69

）。

　

近
親
婚
の
場
合
は
婿
が
自
発
的
に
馬
を
提
供
し
て
、
人
々
が
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と

に
彼
は
同
意
す
る
。
近
親
婚
は
一
種
の
部
分
的
・
社
会
的
死
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
「
死
ん
だ
も
同
然
」
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
近
親
婚
の
カ
ッ
プ
ル
の
婚

姻
儀
礼
と
片
目
の
喪
失
の
儀
礼
と
が
明
瞭
に
モ
ハ
ー
ベ
に
よ
っ
て
関
連
づ
け
さ
れ
て

い
る
と
い
う
（op. cit.:369

）。

　

こ
の
よ
う
に
類
似
の
意
味
と
形
を
も
つ
、
し
か
し
場
面
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
儀

礼
を
並
べ
る
と
、
相
互
の
連
関
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
馬
の
犠
牲
を
伴
う
宴
会

は
な
い
に
し
て
も
、
人
々
に
そ
の
姿
を
見
慣
れ
て
も
ら
う
た
め
に
儀
礼
を
行
う
ア
リ

ハ
の
場
合
と
、
例
え
ば
半
盲
の
場
合
や
イ
ン
セ
ス
ト
的
な
結
婚
の
当
事
者
の
場
合
と

の
象
徴
的
な
地
位
の
類
似
性
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
全
て

の
事
例
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
普
通
の
男
女
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
意

味
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
し
て
、
普
通
と

は
異
な
る
場
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

モ
ハ
ー
ベ
の
結
婚
は
儀
式
な
ど
形
式
張
る
と
こ
ろ
が
な
く
極
め
て
簡
単
で
、
た
だ

一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
、
先
に
紹
介
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

イ
ン
セ
ス
ト
と
さ
れ
る
結
婚
を
し
た
カ
ッ
プ
ル
は
、
こ
の
普
通
の
場
合
と
異
な
り
、

は
っ
き
り
と
し
た
「
婚
姻
儀
礼
」
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
馬
を
殺
す

こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
婿
の
所
有
地
を
（
土
地
争
い
で
負
け
た
時
の
よ
う
に
）
放

棄
さ
せ
ら
れ
た
が
、
現
在
は
馬
を
差
し
出
し
て
、
宴
会
を
開
く
こ
と
に
変
わ
っ
た
。

そ
の
意
味
は
、
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
親
族
と
の
絆
を
切
る
こ
と
、
二
人
が
社
会
的
に

死
ん
だ
も
同
然
な
こ
と
、
殺
さ
れ
る
馬
は
婿
の
死
の
身
代
わ
り
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
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る
こ
と
な
ど
で
あ
る
と
（
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
っ
て
多
少
理
解
は
異
な
る
が
）

さ
れ
る
。
し
か
し
一
番
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
に
は
離
婚
な
し
に
生
涯
共

に
暮
ら
す
こ
と
が
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
普
通
の
男
女
は
性
的
に
ほ

と
ん
ど
自
由
な
生
活
を
し
て
い
る
が
、ひ
と
た
び
イ
ン
セ
ス
ト
的
な
結
婚
を
す
る
と
、

そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
普
通
の
男
女
の
関
係
性
か
ら
「
疎
外

さ
れ
る
」
と
も
「
切
り
離
さ
れ
る
」
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
行
為
と
し
て
の
イ
ン
セ
ス
ト
は
狂
気
に
よ
っ
て
生
ず

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
犯
し
た
者
に
狂
気
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（op. cit.:87

）。
ま
た
、
イ
ン
セ
ス
ト
の
結
婚
の
カ
ッ
プ
ル
か
ら
は

聾
唖
者
が
生
ま
れ
が
ち
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
聾
唖
は
ま
た

一
種
の
「
狂
気
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（op. cit.:366
）。
そ
し
て
、
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ

は
幾
分
気
が
狂
っ
て
い
る（crazy

）と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（op. cit.:503

）。

　

片
目
を
失
っ
た
人
も
、
お
そ
ら
く
普
通
の
男
女
の
求
愛
関
係
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て

い
る
。
イ
ン
セ
ス
ト
的
な
結
婚
の
当
事
者
と
半
盲
の
人
と
ア
リ
ハ
と
に
つ
い
て
、
彼

ら
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
特
殊
性
は
、
普
通
の
男
女
の
自
由
な
交
際
の
場
か
ら
の

疎
外
あ
る
い
は
切
り
離
し
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
ア
リ
ハ
は
他
の
二
者
と
同
じ
く
、

象
徴
的
に
は
「
死
ん
だ
も
同
然
」
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
現
世
に
お
い
て
死
に

近
し
い
存
在
と
さ
れ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ハ
の
儀
礼
の
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た

よ
う
に
、
ク
ロ
ー
バ
ー
は
、
ア
リ
ハ
は
賭
け
事
で
は
強
運
だ
が
早
死
に
す
る
と
し
て

い
る
（K

roeber, 1925:749

）。
た
だ
し
デ
ヴ
ル
ー
は
他
のYum

an

語
族
の
近
隣
諸

部
族
の
い
く
つ
か
で
い
わ
れ
て
い
る
信
念
す
な
わ
ち
ア
リ
ハ
は
早
死
に
す
る
と
い
う

信
念
は
、
モ
ハ
ー
ベ
は
共
有
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
（D

evereux, 1937:156

）。
し

か
し
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
特
殊
な
性
質
の
一
つ
と
し
て
若
死
に
を
あ
げ
る
こ
と

は
一
般
的
に
あ
り
得
る
。
そ
れ
に
モ
ハ
ー
ベ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
も
長
生
き
し
た
が
ら
な

い
の
で
あ
る
。
同
系
の
近
隣
部
族
に
は
、
こ
の
ア
リ
ハ
は
若
死
に
す
る
と
い
う
信
念

が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
何
ら
か
の
事
情
で
デ
ヴ
ル
ー
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
た
ち

に
は
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
方
が
適
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
若
死
に
す
る
と

い
う
話
は
、
あ
る
意
味
ア
リ
ハ
は
「
死
ん
だ
も
同
然
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
点
で
、

他
の
二
つ
と
同
質
の
情
報
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
比
較
の
脈
絡

に
置
け
ば
、
こ
れ
ら
三
者
を
象
徴
的
に
同
質
の
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６　

ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
提
示
し
た
論
点
を
整
理
す
る
と
、
ア
リ
ハ
に
つ
い
て
は
、
そ

の
た
め
の
特
別
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
呪
的
な
力
と
関

連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
気
遣
い
と
軽
侮
を
同
時
に
受
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
普
通
の
男
や
女
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
地
位
に
つ
い
て
次
の
二
点
を
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　

①　

通
過
儀
礼
か
ら
み
た
地
位

　

モ
ハ
ー
ベ
の
少
年
が
経
験
す
る
通
過
儀
礼
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
儀
礼
に
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
、
あ
る
少
年
は
ア
リ
ハ
と
社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
他
の
大
多
数
の
少
年
た
ち
は

か
つ
て
は
鼻
中
隔
に
穴
を
開
け
て
飾
り
を
付
け
た
（
普
通
の
）
男
に
な
る
。
思
春
期

を
画
期
と
し
て
二
つ
の
儀
礼
は
少
年
を
二
つ
の
異
な
る
道
筋
に
分
け
る
。あ
る
い
は
、
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二
つ
の
異
な
る
成
人
の
地
位
と
し
て
確
定
す
る
。

　

②　

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
し
た
地
位

　

ア
リ
ハ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
日
常
の
求
愛
行
動
な
ど
に
お
い
て

普
通
の
女
と
は
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
片
目
を
失
っ
た
人
や

タ
ブ
ー
を
破
っ
て
近
親
婚
を
行
っ
た
人
が
行
う
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
様
々

な
儀
礼
と
比
較
す
れ
ば
、
通
常
の
男
女
の
交
際
の
場
か
ら
の
一
種
の
切
り
離
し
を
、

彼
ら
と
同
様
ア
リ
ハ
も
受
け
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
ア
リ
ハ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
地
位
に
つ
い
て
結
論
的
に
評
価

を
す
る
。先
ず
、ア
リ
ハ
は
第
三
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
と
の
ロ
ス
コ
ー
の
主
張（cf. 

R
oscoe, 1998

）
は
概
念
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
リ
ハ
／
フ
ワ
メ
が
男
／

女
と
対
等
に
並
び
、
日
常
的
な
四
つ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
成
す
る
と
は

い
え
な
い
。
つ
ま
り
モ
ハ
ー
ベ
は
多
元
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（m

ultiple gender

）
の
社

会
で
あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。
議
論
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
、
象
徴

的
に
考
え
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
普
通
の
男
女
と
は
異
な
る
位
置
に
置
か
れ
る
だ

ろ
う
。
例
え
ば
「
ア
リ
ハ
／
フ
ワ
メ
：
男
／
女
」
の
対
立
は
そ
れ
ぞ
れ
聖
：
俗
、
非

日
常
：
日
常
、
周
縁
：
中
心
、
記
号
（
徴
）
付
き
：
記
号
（
徴
）
な
し
、
の
対
立
に

重
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
、
男
女
と
は
横
並
び
で
は
な
く
、
ア

リ
ハ
／
フ
ワ
メ
は
位
相
差
が
あ
る
存
在
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ア
リ
ハ
の
位
置

は
立
体
的
な
空
間
に
措
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
仮
に
水
平
軸
と
垂
直
軸
を

設
定
し
て
そ
の
交
点
（
中
心
）
に
普
通
の
成
人
で
あ
る
男
女
を
置
く
。
ア
リ
ハ
の
位

置
を
水
平
軸
を
含
む
空
間
に
投
影
す
れ
ば
ア
リ
ハ
は
中
心
か
ら
遠
く
周
縁
に
置
か
れ

る
。
垂
直
軸
を
含
む
空
間
に
投
影
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
上
か
下
か
、
あ
る
い
は
上
に

も
下
に
も
状
況
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
象
徴
的
意
味
と
し
て

は
聖
、
あ
る
い
は
非
日
常
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

注（
１
）　

デ
ヴ
ル
ー
はhom

osexual

（
お
よ
びhom

osexuality

）
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

二
つ
の
使
い
方
を
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
同
性
間
性
行
為
（
及
び
そ
れ
を
常
習
的
に
行
う

人
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ア
リ
ハ
、
フ
ワ
メ
の
同
意
語
と
し
て
で
あ
る
。
後
者
の
意
味
に

つ
い
て
は
、transvestite

を
互
換
的
な
同
義
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
特
に
ア
リ
ハ
は
女

性
の
服
装
を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）　

ズ
ニ
族
の
男
性
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
は
、
葬
儀
の
時
女
性
の
ド
レ
ス
と
男
性
の
ズ
ボ
ン
を
着

て
葬
ら
れ
た
。
ロ
ス
コ
ー
は
こ
れ
を
混
合
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

C
f. R

oscoe, 1992

。

（
３
）　

こ
の
よ
う
な
話
は
、
神
話
で
は
し
ば
し
ば
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
す
る
話
と
理
解
し

た
方
が
よ
い
場
合
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
女
性
の
も
つ
四
つ
の
相
貌
、
あ
る
い
は
女
性
の
示

す
多
面
的
な
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

（
４
）　

原
文
はbreech clout

。
日
本
の
も
の
で
類
比
す
る
な
ら
越
中
褌
に
近
い
形
。R

oscoe, 

1998:145

にQ
uechan

族
の
フ
ワ
メ
が
こ
れ
を
付
け
て
い
る
写
真
が
で
て
い
る
。
腰
に
巻

い
た
細
い
紐
に
、
前
か
ら
後
ろ
に
か
け
て
幅
広
の
布
を
渡
し
て
股
間
を
覆
う
。
成
人
男
性
の

普
通
の
服
装
。

（
５
）　

フ
ワ
メ
はK

roeber, 1925:749

で
は
こ
う
表
記
さ
れ
て
い
る
。舌
の
奥
を
軟
口
蓋
に
付

け
て
出
す
音
な
の
で
、
ハ
と
も
カ
と
も
聞
こ
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
６
）　

こ
れ
を
ロ
ス
コ
ー
は
わ
ざ
わ
ざ
括
弧
の
中
で
説
明
を
付
し
て
、「
世
の
始
ま
り
の
時
に

は
人
と
動
物
、
男
性
と
女
性
の
分
化
は
未
だ
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
（R

oscoe, 

1998:142

）。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
ク
ロ
ー
バ
ー
は
「N

yahaiva

は
昆
虫
で
あ
っ
た
。
彼
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女
は
女
と
し
て
出
現
し
た
（K

roeber, 1948:27

）。」
と
書
い
て
い
る
。
人
と
他
の
生
き
物

た
ち
は
神
話
的
時
代
に
は
互
い
に
姿
を
変
え
る
一
種
の
流
動
状
態
に
あ
る
こ
と
は
、
ナ
バ

ホ
の
神
話
で
も
観
察
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
で
も
男
と
女
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
、

世
の
始
ま
り
の
時
か
ら
男
と
女
は
存
在
し
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
（cf. 

藤
崎2007a

他
）。

ロ
ス
コ
ー
は
モ
ハ
ー
ベ
も
そ
の
一
部
で
あ
るYum

an

語
族
に
属
す
る
諸
族
に
つ
い
て
、
夢

で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
変
わ
る
と
い
う
よ
り
夢
が
セ
ッ
ク
ス
自
体
を
変
え
る
と
考
え
る

Q
uechan

族
の
よ
う
な
部
族
も
あ
る
と
し
て
い
る
（R

oscoe, 1998:144

）。
多
元
的
ジ
ェ

ン
ダ
ー
（
マ
ル
チ
プ
ル
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
の
考
え
方
を
彼
は
正
当
化
し
た
い
の
で
、
こ
と
さ

ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
柔
軟
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

（
７
）　

K
reober, 1925:752

に
、「
鼻
、
口
、
顎
と
の
ど
が
作
る
三
角
形
を
の
ぞ
い
た
頭
部
全

体
の
皮
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
髪
の
毛
は
つ
い
て
い
る
。

（
８
）　

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
「
特
別
な
才
能
や
技
能
の
全
て
、
人
生
で
の
注
目
に
値
す
る
あ
ら
ゆ

る
成
功
は
、
そ
れ
ら
が
戦
闘
や
恋
愛
や
賭
博
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ー
マ

ン
と
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
全
て
適
切
な
夢
見
に
依
存
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る

（Stew
art, 1983:65

）。」と
述
べ
て
い
る
。夢
見
は
彼
ら
の
文
化
全
体
の
中
心
観
念
な
の
だ
。

多
く
の
研
究
者
が
モ
ハ
ー
ベ
は
夢
見
の
文
化
だ
と
特
徴
付
け
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。

（
９
）　
「
人
格
」
と
訳
し
た
原
文
はpersonhood

で
あ
る
。
個
性
と
か
「
人
で
あ
る
こ
と
」
な

ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
で
使
わ

れ
て
お
り
、
地
位
と
か
、
あ
る
い
は
た
だ
「
人
」
と
訳
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
1０
）　

ズ
ニ
の
男
性
ベ
ル
ダ
ー
シ
ュ
に
つ
い
て
は
同
趣
旨
の
論
証
を
し
て
い
る
。C

f. R
oscoe, 

1992

。

（
11
）　

土
地
争
い
で
な
ぜ
馬
を
犠
牲
に
す
る
宴
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
デ
ヴ
ル

ー
に
説
明
が
あ
る
（D

evereux, 1961

）
が
、
直
接
今
の
議
論
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
と
、
紙

幅
の
制
約
か
ら
省
略
し
た
。
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