
史
」
で
あ
る
。

人
類
は
こ
れ
ま
で
に
じ
つ
に
多
く
の
試
練
を
経
験
し
て
き
た

し
、
そ
の
克
服
や
挫
折
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
後
世
に

伝
え
て
き
た
。
そ
う
し
た
先
人
の
声
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

は
、
私
た
ち
が
迷
い
込
ん
だ
除
路
を
抜
け
出
す
う
え
で
の
光
と
な

り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
「歴
史
を
知
る
」
と
は
、
具
体
的

に
ど
う
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

歴
史
と
は
フ
ア
ク
ツ

（事
実
）
の
積
み
重
ね
だ
か
ら
、
多
く
の

知
識
を
も
つ
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
基
本
条
件
と
な
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
歴
代
の
天
皇
や
徳
川
将
軍

の
名
前
や
在
位
年
数
な
ど
、
歴
史
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
二
次
的
な

フ
ァ
ク
ツ
を
た
だ
記
憶
し
た
り
羅
列
し
た
り
で
き
る
人
物
は
、
真

の
意
味
で

「歴
史
を
知
る
」
と
評
す
る
に
相
応
し
い
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ガ
レ
ど
の
ク
イ
ズ
番
組
の
勝

者
が
、
も
っ
と
も
歴
史
を
知
っ
て
い
る
理
屈
に
な
り
そ
う
だ
。

私
が
そ
れ
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え
る
の
は
、
あ
る
史
実
に
対
す

る
歴
史
解
一釈
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
で
は
あ
り
え
な
い
よ

う
な
、
思
い
が
け
な
い
見
方
や
切
り
込
み
方
を
果
た
し
、
現
在
と

過
去
の
価
値
観
の
差
異
に
対
し
て
興
味
や
疑
問

り
す
る

こ
と
だ
。
そ
れ
が
豊
か
な

「歴
史
観
」
の
持
ち
主
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
京
の
国
立
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
と
き

に
、
私
が
兄
事
し
た
人
び
と
の
ひ
と
り
に
勝
俣
鎮
夫
氏

（東
京
大

学
名
誉
教
授
）
が
い
る
。
日
本
中
世
史
が
専
門
で
、
代
表
作
の
一

つ

『戦
国
法
成
立
史
論
』
（東
京
大
学
出
版
会
）
で
は
法
制
史
の

観
点
か
ら
中
世
と
現
代
の
常
識
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
透
徹
し
た
歴
史
観
に
は
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た

が
、
勝
俣
氏
が
齢
七
十
を
す
ぎ
て
執
筆
し
た

『中
世
社
会
の
基
層

を
さ
ぐ
る
ｋ
山
川
出
版
社
）
の
第

豆
早
は

「
バ
ッ
ク

ト
ゥ

ザ

フ

ュ
ー
チ
ュ
ア
ー
　
過
去
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
興
味

深
い
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

″遊
び
心
″
も

歴
史
を
学
ぶ
人
間
に
は
大
切
な
セ
ン
ス
だ
が
、
何
よ
り
も
特
筆
す

べ
き
は
、
同
章
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
「先

（サ
キ
と

と
い
う

言
葉
に
対
す
る
考
察
で
あ
っ
た
。

「先
」
と
い
ケ
言
葉
に
対
し
て
、
基
本
的
に
未
来
を
指
す
際
に
用

い
ら
れ
る
と
想
起
す
る
読
者
が
多
い
は
ず
だ
。
他
方
で
、
十
五
世

紀
半
ば
か
ら
十
七
世
紀
半
ば
の
日
本
人
、
つ
ま
り
は
応
仁
の
乱
を

経
て
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
が
覇
を
唱
え
た
時
代
に

は
、
そ
の
逆
で
、
「先
」
は
過
去
を
表
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
考
え
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（東
京
大
学
名
誉
教
授
／

武
蔵
野
大
学
国
際
総
合
研
究
所
特
任
教
授
）

「バ
ツ
ク

ト
ウ

ザ

フ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ー
」

二
〇
二
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
、
二
〇
三
二
年
二
月
に
勃
発
し
た
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

山
内
目
之

や
ま

　

　

う
ち

　

　

ま
さ

　

　

ゆ
き

不
安
と
危
機
が
ま
と
わ
り
つ
く
時
代
に
お
い
て
、歴
史
を
学
ぶ
重
要
性
は

以
前
に
も
増
し
て
い
る
。し
か
し
、た
だ
事
実
を
覚
え
て
羅
列
す
る
だ
け
で
は
、

私
た
ち
は
「歴
史
観
」
を
磨
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

古
◆
東
西
に
精
通
す
る
歴
史
家
が
、歴
史
の
醍
醐
昧
と
学
び
方
、

そ
し
て
読
書
の
意
味
と
意
義
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る

昭
和
三
二
年
、札
幌
市
生
ま
れ
。歴
史
家
。専
攻
は
中
東
・イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
と
国
際
関
係
史
。
カ
イ
ロ
大
学
客
員
助
教
授
、
八
―
バ
ー
ド
大
学
客
員

研
究
員
、東
京
大
学
大
学
院
教
授
、明
治
大
学
特
任
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。富
士
通
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
・セ
ン
タ
ー
（Ｆ
Ｆ
Ｓ
Ｃ
）特
別
顧

間
。
ム
八
ン
マ
ド
五
世
大
学
特
別
客
員
教
授
な
ど
も
務
め
る
。紫
綬
褒
章
、司
馬
遼
太
郎
賞
、毎
日
出
版
文
化
賞
、と
口
野
作
造
賞
、
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
な

ど
を
受
け
る
。
「幕
末
維
新
に
学
ぶ
羽
在
寮
中
央
公
論
新
社
）
、
『リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

胆
力
と
大
局
観
穴
新
潮
新
書
）
、
『中
東
国
際
関
係
史
研
究
宍
岩
波
書

店
）、
「中
東
複
合
危
機
か
ら
第
三
次
世
界
大
戦
へ
六
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
、
「大
日
本
史
六
佐
藤
優
氏
と
の
共
著
、文
春
新
醤
）
な
ど
著
書
多
数
。

な
ど
、
私
た
ち
は
ま
さ
し
く
激
動
の
時
代
を
生
き
て
い
る
。
環
境

問
題
を
は
じ
め
と
す
る
地
球
的
な
課
題

へ
の
対
処
も
、
か
ね
て
よ

り
叫
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
容
易
に
は
先
行
き
を
見
通
せ
な
い

不
規
則
な
時
代
を
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
だ
ろ
う

か
。
そ
う
考
え
た
と
き
、　
一
つ
の
大
き
な
指
針
と
な
る
の
が

「歴
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人
た
ち
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ

う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
危
機
の
時

代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
じ
つ
に
意
義
深
い
作
法
で
あ
る

の
は
間
違
い
な
い
。

な
お
、
私
が
三
十
歳
代
の
助
教
授
時
代
、
勝
俣
氏
と
同
じ
く
多

く
を
学
ん
だ
の
は
、
西
洋
中
世
史
を
専
門
と
す
る
木
村
尚
二
郎
氏

（東
京
大
学
名
誉
教
授
）
で
あ
っ
た
。
本
村
氏
は
勝
俣
氏
よ
り
も
早

く
か
ら

「振
り
返
れ
ば
未
来
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
た
。
過

去
に
知
恵
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
と
語
り
な
が
ら
歴
史
を
学
ぶ
こ
と

の
大
切
さ
を
説
い
て
い
た
が
、
私
や
古
代
ロ
ー
マ
史
を
専
門
と
す

る
本
村
凌
二
氏

（東
京
大
学
名
誉
教
授
）
は
、
こ
の
二
人
の
影
響

を
色
濃
く
受
け
た
こ
と
を
懐
か
し
く
想
い
出
す
の
で
あ
る
。

歴
史
に
お
け
る
「比
較
」
の
妙

歴
史
を
学
ぶ
面
白
さ
の
一
つ
は

「比
較
」
に
あ
る
。
勝
俣
氏
は

現
代
と
中
世
の
価
値
観
を
並
べ
て
検
討
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
プ

ロ
セ
ス
で
私
た
ち
は
新
し
い
発
見
に
出
会
い
、
「
ア
イ
テ
ム
」
を

豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
ア
イ
テ
ム
と
は
、
童
】

門
と
言
い
換
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
ヶ
。

た
と
え
ば
、
私
は
こ
れ
ま
で
に
専
門
の
中
東

。
イ
ス
ラ
ー
ム
地

城
研
究
の
分
野
で
何
冊
も
著
書
を
上
梓
し
て
き
た
。
『
ス
ル
λ
ン

ガ
ジ
エ
フ
の
夢
』
（東
京
大
学
出
版
会
、
後
に
岩
波
現
代
文
庫
）
で

は
ロ
シ
ア
革
命
期
の
タ
タ
ー
ル
人
革
命
家
で
あ
る
ミ
ー
ル
サ
イ

ト
・
ス
ル
タ
ン
ガ
リ
エ
フ
、
『納
得
し
な
か
っ
た
男
』
で
は
青
年
ト

ル
コ
革
命
の
領
袖
エ
ン
ヴ
ェ
ル
・
。↑
ン
ャ
、
『中
東
国
際
関
係
史
研

究
』
（以
上
、
岩
波
書
店
）
で
は
ト
ル
コ
を
共
和
制
に
導
い
た
立
役

者
の
一
人
で
あ
る
キ
ャ
ー
ズ
ム
・
カ
ラ
ベ
キ
ル
を
、
そ
れ
ぞ
れ

一

つ
の
軸
と
し
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
執
筆
に

際
し
て
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
公
刊

・
未
公
刊
の
史
料
を
用
い

た
が
、
同
時
に
当
時
は
頭
の
な
か
に
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
日
本
史
に

お
け
る
福
島
正
則
や
井
伊
直
弼
、
あ
る
い
は
新
井
白
石
た
ち
の
生

涯
も
浮
か
ん
で
い
た
。
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
日

本
史
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
見
通
す
こ
と
で
、
専
門
で
あ
る
中

東

。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史

へ
の
理
解
を
私
な
り
に
深
め
て
い
た
の

で
あ
る
。

あ
る

一
つ
の
地
域
や
時
代
に
詳
し
い
だ
け
で
は
、
物
事
を
類
比

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
が
好
き
な
領
城
だ
け
に
閉
じ
こ
も
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て
み
れ
ば
、
い
ま
で
も

「先
日
」
は
過
日
と
同
義
だ
し
、
大
東
亜

戦
争

・
太
平
洋
戦
争
を
呼
称
す
る
う
え
で

「先
の
大
戦
」
と
い
う

表
現
を
用
い
る
の
は
、
そ
の
名
残
に
相
違
な
い
。

な
ぜ
、
中
世
の
日
本
で
は

「先
」
と
い
う
言
葉
を
、
わ
れ
わ
れ

の
よ
う
に
未
来
を
指
す
意
味
と
し
て
用
い
な
か
っ
た
の
か
。
勝
俣

氏
が
考
え
る
に
は
、
当
時
の
日
本
人
は
未
来
と
は
そ
も
そ
も
自
分

た
ち
に
は
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
神
仏
の
支
配
領
域
だ
と
捉

え
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
「先
」
と
は
自
分
の
目
に

見
え
る
範
囲
、
す
な
わ
ち
過
ぎ
去
っ
た
時
代
を
指
す
言
葉
と
し
て

用
い
ら
れ
た
と
考
察
し
て
い
る
。

現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
種
の
知
識
の
集
積
の
な
か

で
、
ま
た
科
学
の
発
達
も
ふ
ま
え
て
、
未
来
と
は
あ
る
程
度
は
予

測
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
古
代
か
ら
中
世
の

日
本
人
は
、
未
来
と
は
自
分
の
背
中
に
広
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う

な
感
覚
を
も
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
々
を
生
き
る
手
が
か

り
を
、
自
分
た
ち
の
目
の
前
に
広
が
る

「先
」
の
世
界
、
す
な
わ

ち
過
去
の
歴
史
に
ヒ
ン
ト
を
求
め
た
わ
け
で
、
実
際
に
そ
う
し
て

時
代
を
切
り
拓
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
と
中
世
で
は
空
間
や
時
間
の
観
念
が
大
き

く
異
な
る
。
こ
の
点
を
鋭
く
指
摘
し
た
勝
俣
氏
の
着
眼
点
に
は
目
　
‐６６

を
見
開
か
さ
れ
る
。
歴
史
を
た
だ
の
事
実
の
羅
列
と
捉
え
て
い
た

ら
、
そ
う
し
た
着
眼
は
得
ら
れ
な
い
。
同
時
に
、
勝
俣
氏
が
紹
介

し
た
中
世
の
人
び
と
の
過
去
と
の
向
き
合
い
方
は
、
歴
史
を
学
ぶ

立思
味
と
愉
し
み
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。「
バ
ッ
ク

ト
ゥ
ザ

フ

ュ
ー
チ
ュ
ア
ー
」
と
い
う
言
葉
の
と
お
り
、
未
来

へ
の
問
い
を
解

く
カ
ギ
は
、
往
々
に
し
て
人
類
が
辿
っ
て
き
た
経
験
の
な
か
に
眠

っ
て
い
る

の
だ
。

マ
キ
ャ
ヴ

ェ
リ
の

『デ
ィ
ス
コ
ル
とヽ

は
、
歴
史
の

「読
み

方
」
を
考
え
る
う
え
で
じ
つ
に
勉
強
に
な
る

一
冊
だ
が
、
そ
の
な

か
で
彼
は

「世
の
識
者
は
、
将
来
の
出
来
事
を
あ
ら
か
じ
め
知
ろ

う
と
思
え
ば
、
過
去
に
目
を
向
け
よ
」
と
語

っ
て
い
る
。
こ
の
世

の
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
過
去
に
よ
く
似
た
事
例
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
、
マ
キ
ャ
ヅ
ェ
リ
は
考
え
た
。
人
は
行
動
を
起
こ
す

に
あ
た
っ
て
、
つ
ね
に
同
じ
よ
う
な
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
き
た
の

だ
か
ら
、
同
じ
よ
う
な
結
果
が
生
ま
れ
て
き
た
の
も
当
然
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

私
も
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
が
指
摘
に
首
肯
す
る

一
人
だ
。
何
が
し
か

の
試
練
や
情
景
に
接
し
た
と
き
、
似
通
っ
た
場
面
に
遭
遇
し
た
先



っ
て
い
て
は
、
そ
の
分
だ
け
知
識
は
増
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
歴
史

の
大
局
的
な
見
方
は
な
か
な
か
磨
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
歴
史
を
幅
広
く
学
ぶ
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ

の
も
っ
と
も
近
道
が

「読
書
」
で
あ
り
、
な
る
べ
く
多
彩
な
書
籍

を
手
に
取
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
興
味
の
あ
る
時
代

や
人
物
の
本
を
片
っ
端
か
ら
読
み
漁
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
歴
史
観
を
養
う
こ
と
は

難
し
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
歴
史
学
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
い
か

な
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
歩
ィ
の
あ
る
発
見
と

は
、
そ
う
簡
単
に
生
弦
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
本
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
自
分
な
り
に
時
代
や
人
物
を
比

較
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
ず

か

と
は
い
え
、
い
つ
の
時
代
も
、
国
と
民
の
大
事
に
与
る
政
治
家

や
高
級
官
僚
が
読
書
や
学
問
に
身
を
入
れ
す
ぎ
る
の
ヽ
禁
物
で
は

な
い
か
。
彼
ら
は
学
者
と
は
違
う
。

江
戸
時
代
を
例
に
と
れ
ば
、
大
岡
越
耐
駕
み離

席
が
舞
ぱ
Υ
徳

に
入
門
し
よ
う
と
し
た
逸
話
を
思
い
出
す
。
佃
休
は
舷
前
守
に
対

し
て
、
あ
な
た
に
は

「頓
智
」
が
あ
り
、
ェ
く
訴
訟
を
裁
い
て
お

り
、
い
ま
か
ら
読
望
〒

学
問
を
す
れ
ば
、
か
え
っ
て

「御
役
儀
」

を
軽
ん
じ
、
務
め
が
疎
略
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
自
分

へ
の
入
門
　
‐６８

を
勧
め
な
か
っ
た
。
越
前
守
は
、
学
問
を
す
る
者
は
役
儀
に
つ
け

な
い
と
い
う
の
か
と
疑
問
を
呈
す
る
。
す
る
と
、
径
篠
は
や
や
手

厳
し
く
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

「む
か
し
大
役
を
つ
と
め
た
博
学
な
人
は
、
幼
年
期
か
ら
学
問
を

し
て
自
然
に
道
を
極
め
た
人
だ
。
学
問
は
大
道
で
あ
る
。
必
要
が

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
急
に
学
び
、
役
に
立
て
る
も
の
で
も
な
い
。

あ
な
た
の
お
役
は
お
裁
き
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
裁
き
方
で
よ
ろ

し
い
の
で
あ
り
、
人
び
と
も
得
心
し
て
き
た
。
当
面
の
学
問
は
か

え
っ
て
お
仕
事
の
妨
げ
に
な
る
」
令
八
水
随
筆
」
『
日
本
随
筆
大

成
』
第
Ｉ
期
６
、
吉
川
弘
文
館
）
。

ち
よ
う
も
ん
　
　
い
つ
し
ん

復
篠
の
発
言
は
現
代
の
学
者
に
も
厳
し
い
頂
門
の
一
針
で
あ
る

が
、
政
治
や
行
政
に
あ
た
る
リ
ー
ダ
ー
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で

は
な
い
か
。
読
書
や
教
養
は
必
要
で
あ
る
が
、
学
者
と
政
治
家

・

官
僚
が
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

異
な
る
国
や
時
代
、
人
物
を
比
較
の
対
象
と
し
て
扱
え
ば
何
が

し
か
自
分
な
り
に
成
果
を
得
ら
れ
る
。
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
と
い

う
フ
ラ
ン
ス
の
古
代
史
研
究
者
は
、『
。ハ
ン
と
競
技
場

ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
時
代
の
政
治
と
都
市
の
社
会
学
的
歴
史
』
が
代
表
作
と
し

て
知
ら
れ
る
が
、
『歴
史
を
ど
う
書
く
か

歴
史
認
識
論
に
つ
い
て

の
試
論
只
以
上
、法
政
大
学
出
版
局
）
で
や
は
り
歴
史
を
類
比
す
る

こ
と
の
大
切
さ
を
説
く
。

以
上
の
文
脈
で
、
私
が
感
心
さ
せ
ら
れ
た

一
冊
が
、
『世
界
の

辺
境
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
室
町
時
代
』
（集
英
社
文
庫
）
で
あ
る
。

現
代
の
ノ
マ
ジ
ラ
ン
ド
な
ど
を
取
材
し
続
け
て
い
る
ノ
ン
フ
イ
ク

シ
ョ
ン
作
家
２
局
野
一秀
行
氏
と
、
室
町
時
代
な
ど
日
本
中
世
史
を

専
門
と
す
る
歴
史
家
の
清
水
克
行
氏
が
縦
横
無
尽
の
対
談
を
繰
り

広
げ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
さ
に
歴
史
に
お
け
る
比
較
の
妙
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
。

本
書
で
は
、
ゾ
マ
ジ
ア
の
内
戦
と
中
世
の
応
仁
の
乱
な
ど
と
の

共
通
点
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
野
氏
曰
く
、
シ
リ

ア
や
イ
ラ
ク
で
も

一
応
は
政
権
ら
し
き
も
の
が
あ
る
が
、
ゾ
マ
ジ

ア
に
は
そ
れ
さ
え
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
下
手
に
都

市
や
都
会
が
あ
る
ほ
う
が
治
安
は
悪
く
、
草
原
や
高
原
の
部
族
社

会
の
よ
う
に
顔
が
見
え
る
社
会
で
は
他
者
に
危
害
を
加
え
る
と
い

う
発
想
は
な
い
の
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
昨
今
の
東
京
で
は
、
た

と
え
ば
電
車
で
は
一月
が
ぶ
つ
か
っ
た

。
ぶ
つ
か
っ
て
い
な
い
で
大

人
同
士
が
争

っ
て
い
る
し
、　
一
般
市
民
が
凶
器
を
手
に
他
者
に
危

害
を
加
え
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
も
起
き
て
い
る
。
高
野
氏

は
、
そ
う
し
た
突
発
的
な
出
来
事
は
、
む
し
ろ
ゾ
マ
リ
ア
の
よ
う

な
社
会
の
ほ
う
が
起
き
る
確
率
が
低
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

対
す
る
清
水
氏
も
、
勝
俣
氏
や
網
野
善
彦
氏
を
よ
リ
ハ
ー
ド
ボ

イ
ル
ド
に
し
た
よ
う
な
視
点
か
ら
、
高
野
氏
の
話
を
受
け
て
日
本

の
中
世
と
の
共
通
点
を
釧
く
指
摘
す
る
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
る
議

論
か
ら
は
、
ま
さ
し
く
歴
史
を
学
ぶ
愉
し
み
が
存
分
に
伝
わ
っ
て

く
る
。
私
自
身
も
あ
り
き
た
り
の
歴
史
観
を
大
い
に
揺
さ
ぶ
ら
れ

た

一
冊
だ
が
、
歴
史
と
は
や
は
り

一
つ
の
時
代
や
地
域
を
学
ん
で

い
る
だ
け
で
は
得
る
こ
と
が
難
し
い
視
点
が
あ
る
。

歴
史
を
切
り
取
っ
て
は
な
ら
な
い

ノ
マ
リ
ア
や
中
世
の
日
本
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
生
き
る
社
会

と
は
異
な
る
世
界
を
知
る
こ
と
は
、
「平
和
」
を
築
く
う
え
で
大
き

な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
も
う

一
冊
紹
介
し
た
い
の

は
、
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
司
馬
遼
太

郎
の
小
説
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
読
ん
で
い
て
面
白
い
本
で
あ
る
。

『
日
本
外
史
』
は
し
ば
し
ば
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
根
拠
を
疑
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問
視
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
頼
山
陽
は
基
本
的
に
史
実
に
忠
実
な

人
物
で
あ
り
、
た
と
え
ば

『坂
の
上
の
雲
』
の
よ
う
に
人
物
を
文

学
的
に
脚
色
し
た
り
創
造
し
た
り
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
い
な

が
ら
叙
述
に
す
こ
ぶ
る
迫
力
が
あ
る
の
が
印
象
的
で
、
そ
の
迫
力

が
何
に
依
拠
し
て
い
る
か
を
考
え
た
と
き
、
頼
山
陽
は
日
本
史
上

の
合
戦
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
て
も
、
大
前
提
と
し
て
平
和
と
は

何
か
を
追
求

′し
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。

歴
史
が
好
き
な
日
本
人
は
、
た
と
え
ば
戦
国
時
代
に
代
表
さ
れ

る
中
世
史
、
あ
る
い
は
幕
末
か
ら
日
清

。
日
露
戦
争
に
か
け
て
の

近
代
史
に
魅
力
を
感
じ
る
人
間
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
私
に
言
わ
せ

れ
ば
、
そ
の
あ
い
だ
の
亙
戸
時
代
に
ど
う
し
て
人
気
が
集
ま
ら
な

い
の
か
、
甚
だ
不
思
議
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
平
和
を
尊
ぶ
国
民

が
、
太
平
の
世
を
築
い
た
徳
川
幕
府
や
そ
の
祖
で
あ
る
徳
川
家
康

よ
り
も
、
暴
力
や
粛
清
に
あ
け
く
れ
た
信
長
や
秀
吉
を
賛
芙
す
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

信
長
や
秀
吉
は
、
戦
国
時
代
と
い
う
過
渡
期
を
終
え
る
た
め
に

現
れ
た
、
従
来
の
訃
本
に
は
い
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
だ

と
私
は
考
え
て
い
る
。
彼
ら
が
要
ま
じ
い
暴
力
を
辞
さ
な
か
っ
た

か
ら
こ
そ
、
た
し
か
に
時
代
は
切
り
拓
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
他
の
時
代
や
人
物
に
見
向
き
も
せ
ず
、
信
長
や
秀
吉
　
‐７０

の
活
躍
ば
か
り
を
追
い
か
け
て
い
て
は
、
現
代
に
活
か
せ
る
学
び

の
射
程
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
。

む
し
ろ
、
秀
吉
が
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
朝
鮮
や
中
国
と
の
関
係

を
修
復
す
る
な
ど
、
東
南
ア
ジ
ア
に
平
和
貿
易
と
い
う
概
念
を
用

い
た
徳
川
家
康
に
も
目
を
向
け
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
三
百
七
十

年
の
徳
川
の
太
平
の
世
は
た
し
か
に

「血
湧
き
肉
躍
る
」
時
代
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
平
和
や
持
続
可
能
性
が
テ
ー

マ
に
な
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
考
え
る
う
え
で
、
間
違
い
な
く
重

要
な
参
照
軸
と
な
る
は
ず
だ
。

頼
山
陽
の

『
日
本
外
史
』
に
話
を
一渓
す
と
、
私
に
は
本
書
が
誤

解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
幕
末

に
勤
王
の
志
士
に
影
響
を
与
え
た
印
象
が
強
い
か
ら
か
、
現
代
の

日
本
人
の
多
ぐ
が

「反
徳
川
」
「反
江
戸
幕
府
」
の
書
物
と
捉
え

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
。
し
か
し
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
そ
の
見

方
は
ま
っ
た
く
正
し
く
な
い
。

そ
の
冒
頭
に
は

「例
言
」
と
し
て
本
の
要
旨
が
書
か
れ
て
い
る
　

‐

の
だ
が
、
そ
こ
で
は

「我
が
徳
川
氏
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
ば
か
り
か
、
徳
川
幕
府
が
平
和
と
繁
栄
の
統
治
を
も
た
ら

し
た
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
か
つ
て
徳
川
氏
が
戦

乱
を
終
結
さ
せ
た
意
味
や
、
当
時
の
日
本
人
が
平
和
な
時
代
を
生

き
る
有
錦
み
を
わ
か
っ
て
い
な
い
と
厳
し
く
指
弾
す
る
。

『
日
本
外
史
』
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
源
平
二
氏
か
ら
徳
川
氏
ま
で

の
武
家
盛
衰
史
で
あ
る
が
、
頼
山
陽
は
最
初
か
ら
順
を
追
っ
て
読

ん
で
は
し
い
と
語
っ
て
い
る
。
歴
史
を

一
カ
所
の
み
切
り
取
る
こ

と
は
、
大
き
な
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
関
ケ
原

の
戦
い
で
は
徳
川
家
康
と
石
田
三
成
に
限
ら
ず
、
毛
利
家
や
前
田

家
、
あ
る
い
は
上
杉
家
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
満
遍
な
く
読
ん

で
い
か
な
い
と
、
ど
の
家
が
正
し
く
て
悪
い
か
と
い
う
話
に
な
り

か
ね
な
い
「
も
し
も
毛
利
家
の
視
点
だ
け
を
追
い
か
け、
て
し
ま
え

ば
、
必
然
的
に
「徳
川
家
に
領
土
を
奪
わ
れ
た
」
と
い
う
怨
み
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
っ
て
し
ま
う
。

『
日
本
外
史
』
を
最
後
ま
で
順
を
追

っ
て
読
め
ば
、
平
和
な
時
代

の
尊
さ
が
わ
か
る
と
頼
山
陽
は
語
る
。
結
び
の
一言
葉
は
と
く
に
印

象
的
で
、
「衣
類
も
荷
物
も
無
防
備
の
ま
ま
、
つ
ま
り
甲
冑
な
ど

を
着
る
こ
と
な
く
、
食
料
を
も
た
ず
に
旅
を
で
き
る
の
は
誰
の
力

で
あ
ろ
う
か
」
と
尋
ね
て
い
る
。

答
え
は
当
然
な
が
ら
、
兵
乱
が
多
か
っ
た
歴
史
に
終
止
符
を
打

っ
た
徳
川
家
康
の
功
績
こ
そ
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は

一
貫

し
て
主
張
し
た
。
以
上
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
『
日
本
外
史
』
を
素
直

に
読
め
ば
倒
幕
を
促
す
本
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。
そ

し
て
、
歴
史
の
一
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
学
ぶ
こ
と
の
危
う
さ

を
、
頼
山
陽
の
言
葉
か
ら
は
窺
え
る
。

頼
山
陽
は

『
日
本
外
史
』
で
乱
世
の
中
世
を
描
く
こ
と
で
、
逆

説
的
に
平
和
の
重
要
性
を
説
い
た
。
「人
命
至
重
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
何
よ
り
も
人
命
に
重
き
を
置

く
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
し
、
海
外

へ
の
侵
略
や
膨
張
も
否
定

す
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
考
え
方
と
相
容
れ
な
か
っ
た
人
物
が
幕

末
に
存
在
し
た
。
誰
も
が
そ
の
名
を
知
る
、
長
州
藩
の
吉
田
松
陰

で
あ
る
。

吉
田
松
陰
が
陥
っ
た
「
へ
ロ
ド
ト
ス
の
悪
意
」

私
も
例
に
漏
れ
ず
松
陰
を
、
日
本
史
を
語
る
う
え
で
は
欠
か
せ

な
い
人
物
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
松
陰
自
身
、
『講
孟

余
話
』
で
歴
史
を
学
ぶ
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
も
の
の
、
『
日

う
も
う
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本
外
史
』
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
っ
た
と
指
摘
せ
ぎ
る

を
得
な
い
。

濱
野
靖

一
郎
氏
が
著
し
た

『頼
山
陽
の
思
想

日
本
に
お
け
る

政
治
学
の
誕
生
』
（東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
れ
ば
、
松
陰
は
絵

下
村
塾
で

『日
本
外
史
』
を
毛
利
氏
の
部
分
か
ら
講
読
す
る
こ
と

が
多
く
、
徳
川
氏
の
記
述
を
弟
子
た
ち
と

一
緒
に
読
む
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
毛
利
元
就
は
主
人
で
あ
る
大
内
義
隆
に

詳
職
し
た
匪
職
艶
を
討
っ
た
が
、
松
陰
は
毛
科
氏
の

「義
」
を
強

調
し
た
。
加
え
て
、
関
ケ
原
の
戦
い
で
毛
利
家
は
領
上
を
削
ら
れ

た
こ
と
を
紹
介
し
、
門
下
生
が
一長
州
藩
の
受
け
て
き
た
屈
辱
を
学

ぶ
よ
う
に

『
日
本
外
史
』
の
読
み
方
を
教
え
た
。

そ
れ
も

一
つ
の
歴
史
の
学
び
方
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
率

直
に
い
え
ば
、
私
は
そ
う
し
た

『
日
本
外
史
』
の

「誤
読
」、
さ

ら
に
い
え
ば

一
側
面
を
こ
と
さ
ら
追
究
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
に
、

歴
史
観
を
養
う
方
法
と
し
て
は
疑
間
を
抱
い
て
し
ま
う
。

歴
技
と
は
学
び
方
に
よ
っ
て
、
人
び
と
を
過
激
な
方
向

へ
と
薄

き
う
る
。
ま
た
歴
史
叙
述
が
公
正
で
は
な
く
、
い
わ
ば
亜
里
息
に
覆

わ
れ
て
い
る
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
じ
つ
は
、
前
五
世
紀
に
古

か
た

ま

り

代
ギ
リ
シ
ャ
の
ヘ
ロ
ド
■
ス
が
書
い
た

『歴
史
』
は
亜
堂
息
の
塊
だ

と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
う
唱
え
た
の
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
で
、
彼
は
　
‐７２

ず
ば
り

「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
重
里
思
」
と
い
う
論
で
、
悪
意
を
も
っ
て

歴
史
を
叙
述
す
る
特
徴
と
し
て
八
点
を
挙
げ
る
。か

　
こ
く

第

一
は
出
来
事
を
叙
述
す
る
と
き
に
極
め
て
過
酷
な
言
葉
や
表

現
を
用
い
る
こ
と
。
第
二
は
あ
る
人
物
の
愚
行
を
強
調
す
る
た
め

に
銀
【関
係
な
話
題
を
も
ち
出
す
こ
と
。
第
二
ね
立
派
な
業
績
や
称

賛
に
値
す
る
手
柄
を
省
略
す
る
こ
と
。
第
四
は
同
じ
出
来
事

へ
の

解
釈
が
複
数
あ
る
と
き
、
悪
い
ほ
う
を
選
び
取
る
こ
せ
。
第
五
は

事
件
の
原
因
や
意
図
が
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
場
合
、
敵
意
と
悪

意
か
ら
信
じ
る
に
値
し
な
い
推
論
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
。
第
六
は

人
の
成
功
を
金
銭
や
幸
運
に
拠
る
と
し
て
功
績
の
偉
大
さ
を
成
ら

す
こ
と
。
第
七
は
婉
曲
に
誹
謗
の
矢
を
放
ち
な
が
ら
、
途
中
で
非

難
を
信
じ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
公
言
す
る
こ
と
。
そ
し
て
第
八

は
少
し
だ
旦
袋
め
言
葉
を
付
け
加
え
て
難
癖
を
薄
め
る
書
き
方
を

す
る
こ
と
―
―
で
あ
る
。

松
陰
は

「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
亜
里
思
」
の
第
二
な
ど
に
囚
わ
れ
て
し

ま
っ
て
お
り
、
一半
和
を
築
い
て
き
た
徳
川
幕
府
の
功
績
を
ま
っ
た

く
無
視
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
悪
意
」
と
は

あ
く

へ
い

松
陰
に
限
ら
ず
誰
も
が
無
意
識
に
陥
り
が
ち
な
悪
弊
だ
し
、
本
当

の
意
味
で
公
正
な
歴
史
の
見
方
な
ど
存
在
し
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
偏
っ
た
歴
史
観
を
磨
き
続
け
れ
ば
物
事

の
本
質
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

文
学
作
品
と
の
対
話
が
「幅
」を
広
げ
る

昨
今
、
い
わ
ゆ
る

「歴
史
好
き
」
は
、
往
々
に
し
て
司
馬
遼
太

郎
や
池
波
正
太
郎
、
山
岡
荘
八
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
小
説
を
指
し

て
そ
う
口
に
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
『鬼
半
犯
科
帳
』
の
よ
う
な

ボ
ラ
マ
や
Ｌ
回
を
歴
史
と
し
て
信
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
私
も
そ
う
し
た
作
品
は
好
き
だ
し
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
は
論
を
倹
た
な
い
。
そ
こ
で
描
か

れ
て
い
る
世
界
は
歴
史
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
小
説
や
ド
ラ

マ
だ
け
で
歴
史
観
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
難
し
い
だ

ろ
う
。
他
方
で
、
自
身
の

「幅
」
を
広
げ
る
う
え
で
は
、
古
今
東

西
の
文
学
作
品
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

先
ほ
ど
も
紹
介
し
た
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
は
古
代
史
の
研
究
者

だ
が
、
彼
は
ル
ネ

ｏ
シ
ャ
ー
ル
と
い
う
詩
人
に
入
れ
込
み
、
実
際

に
会
い
に
行
く
に
と
ど
ま
ら
ず
評
伝
ま
で
著
し
て
い
る
。
考
え
て

み
れ
ば
、
古
代
史
の
研
究
で
も

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
ホ
メ
ロ

ス
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
ヴ
ェ
ー
ヌ
が

詩
人
に
関
心
を
抱
い
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
れ
は
日
本
史
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に
も
言
え
る
こ
と
で
、
『新
古
今
和
歌
集
』
を
無
視
し
て
中
世
技

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
を
知
る
う
え
で
文
学
と
は

あ
え
て
切
り
離
す
べ
き
存
在
で
は
な
く
、
む
ｔ
ろ
歴
史
観
を
養
う

う
え
で
は
重
要
な
と
ン
ト
に
も
な
り
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　

ぼ

私
の
体
験
を
話
す
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
好
き
な
狙
戸
時
代
の
随

製
の
一
つ
が
膊
辟
甜
旺
の

『曜
＃
ダ
評
』
（平
凡
社
東
洋
文
庫
坪

で
あ
り
、
静
山
そ
の
人
に
も
関
心
が
あ
る
の
で
、
そ
の
領
分
の
平

戸
を
訪
ね
た
り
も
し
た
。
問
題
は
、
歴
史
を
学
ぶ
に
際
し
て
は
な

る
べ
く
発
想
を
自
由
に
す
ａ
べ
き
だ
し
、
そ
の
意
味
で
は
歴
史
の

所
産
と
し
て
の
小
説
や
随
筆
に
触
れ
る
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
も

つ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
Ｆ
随
筆
と
い
う
特
異
な
ジ
ャ
ン
ル
を
史
料

で
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
ぃ
に
狭
い
料
簡
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
歴
史
観
を
広
く
偏
見
な
く
養
う
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
国
と
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
に
向
き
合
う
に
越
し
た

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
学
ぶ
べ
き
人
物
の
一
人
が
、
寛
政
六
年

（
一
七
九

四
）
に
基
肘
の

「学
問
吟
味
」
に
最
優
秀
の
成
績
を
収
め
た
遠
山

景
晋
の
例
で
あ
る
。
「遠
山
の
金
さ
ん
」
の
実
父
と
し
て
知
ら
れ

る
族
本
き
っ
て
の
秀
才
は
、
何
も
朱
子
学
や
漢
学
の
本
ば
か
り
読

ん
で
い
た
わ
け
で
な
い
。
蝦
夷
地

へ
の
出
張
に
際
ｔ
て
書
い
た
紀
　
‐７４

行
文
の
な
か
に
は
、
各
地
の
地
誌
な
ど
に
つ
い
て

『万
葉
集
』

『大
和
物
語
』
『無
名
抄
』、
あ
る
い
は
西
行
の
歌
と
い
っ
た
和
学

や
歌
書
か
ら
学
ん
だ
も
の
が
多
い
。
さ
ら
に
、
豊
張
と
の
関
係
で

読
ん
だ
書
物
に
は
、
『蝦
夷
拾
遺
』
『東
遊
記
』
『蝦
夷

ど志

た』
『乱
珀

随
筆
』
な
ど
北
方
関
係
の
も
の
が
目
立
つ
。
ま
た
、
『碁
太
平
記

白
石
噺
』
と
い
っ
た
仇
討
ち
実
録
物
ま
で
読
ん
で
い
る
。

彼
は
、
そ
の
後
も
長
崎
や
対
馬

へ
出
張
す
る
折
に
土
地
に
関
係

す
る
書
物
を
読
ん
だ
も
の
だ
含
長
崎
奉
行
遠
山
景
晋
日
記
』
清
文

弥

繍

誰

拶

鰯

ａ
軽

穀

卵
銅

ま
で
よ
く
し
た
と
ぃ
ぅ
か
ら
、
ま
こ
と
に
幅
の
広
い
人
物
と
い
う

ほ
か
な
い
。
旦釜
日
が
初
め
て
役
職
に
つ
い
た
の
は
、
三
十
六
歳
の

と
き
で
あ
る
。
養
子
に
入
り
、
三
十
五
歳
で
家
督
を
継
い
だ
。
こ

の
長
い
不
遇
の
時
期
に
、
読
書
と
学
問
を
重
ね
た
の
だ
ろ
う
。
荻

生
径
篠
が
も
し
も
後
世
の
遠
山
ユ釜
日
を
も
し
知
る
機
会
が
あ
っ
た

な
ら
、
こ
れ
こ
そ

「幼
年
よ
り
学
問
し
て
、
し
ぜ
ん
に
そ
の
道
を

得
た
る
也
」
と
、
同
じ
族
本
の
大
岡
忠
相
に
模
範
と
す
べ
し
と
助

言
し
た
か
も
し
れ
な
い
。


