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旧
大
陸
の
乾
燥
お
よ
び
半
乾
燥
地
域
に
お
け
る
人
間
集
団
の
生

活
を
、
遊
牧
と
農
耕
の
二
つ
に
類
型
化
し
て
記
述
す
る
、
あ
る
い

は
、
そ
の
類
型
化
に
も
と
づ
い
て
、
地
域
聞
の
関
係
を
説
明
す
る

の
は
、
環
境
論
と
し
て
、
ま
ず
自
ら
の
理
論
的
体
系
を
確
立
し
た

十
九
世
紀
の
近
代
地
理
学
に
お
い
て
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
引
九
也
紀
地
理
学
の
生
風
学
的
性
格
問
、
も
っ
と
ー
も

完
成
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
グ
ィ
ダ
l

ル
・
ド
ゥ
・
ラ
ー
-

F

7

1
シ
ュ
の
人
文
地
劃
子
に
点
て
は
、
感
謝
以
与
古
川

付
凶
枠
可
柑
矧
封
対
引
封
め
樹
地
ば
ぱ
寸
樹
封
似
計
れ
、
ス
テ
ッ

プ
地
帯
ゃ
、
シ
ル
グ
と
サ
グ
ァ
ン
ナ
と
の
接
触
地
帯
に
位
置
す
る

都
市
」

γ
異
種
の
生
活
様
式
の
接
触
の
場
と
し
て
説
明
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
乾
燥
・
半
乾
燥
地
帯
に
お
い
て
、
農
業
は
、

中
耕
を

'庁
J

'h-，
 

内

啓

と
も
な
う
ド
ラ
イ
・
フ

7

1
ミ
ン
グ
か
、
水
利
事
業
を
と
も
な
う

濯
概
農
業
の
形
態
を
と
る
か
ら
、
当
然
そ
れ
は
起
封
、
草
木
で
あ
り
、

他
方
、
豊
か
な
森
林
資
源
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
移
動

式
農
業
(
す
な
わ
ち
農
業
的
ノ
マ
デ
イ
ズ
ム
)
は
こ
こ
で
は
あ
り

え
な
い
の
で
、
ノ
マ
デ
イ
ズ
ム
は
、
遊
牧
(
す
な
わ
ち
牧
畜
的
ノ

マ
デ
イ
ズ
ム
)
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
生
活
様
式
の
共
生

関
係
司
自
立

su
や
寄
生
関
係

o
p
g色
芯
に
注
目
す
る
こ
と
が
、

旧
大
陸
の
広
大
な
乾
燥
、
半
乾
燥
地
域
の
歴
史
の
解
釈
に
、
ひ
と

つ
の
新
鮮
な
観
点
を
提
供
す
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
こ
こ
で
い
わ
れ
た
「
共
生
」
と
か
「
寄
生
」
と

い
う
も
の
が
、
も
と
も
と
「
生
活
様
式
」
と
し
て
の
定
着
農
業
と

か
遊
牧
と
い
う
も
の
が
、
環
境
論
に
お
け
る
概
念
と
し
て
、
技
術
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「
の
側
面
か
ら
定
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
当
然

の
こ
と
で
あ
る
が
、
生
態
学
の
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
適
用
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

イじ

「
共
生
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
均
衡
状
態
を
成
立
せ
し
め
る
こ
っ
の

要
素
、
す
な
わ
ち
定
着
農
業
と
遊
牧
は
、
判
然
と
区
別
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
安
定
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
持
続
的
な
、
接
触

地
帯
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
M
M
・
〈
同
色
HWH
内
同
叩
ド

P
H
w
-伊
口

F
0
・
HM吋
日
目
白
山
町
冊
目
出
血
由
民
小

omH吋
m
H
]
v
v
u

F
H
H
5
2
口四
-
E
H
5
・
S
N
N
2
a
(飯
塚
治
二
訳
人
文
地
理
学

原

理

上

巻

九

O
頁
以
下
〉
。

グ
ィ
ダ
1
h
H
・
ド
ゥ
・
ラ
・
プ
ラ
1

シ
ュ
の
「
生
活
様
式
」
と
い

う
概
念
を
、
学
説
史
上
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の

考
察
は
、
以
前
に
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
く
わ

し
く
は
ふ
れ
な
い
。
(
拙
稿
「
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ソ
1
h
y
と
フ
ラ

ン
ス
地
理
学
」
一
一
橋
論
叢
第
五
十
九
巻
一
九
六
八
年
四
六

一
l
四
七
九
頁
〉
。

住5s 

ヴ
ィ
ダ

l
-
w
・
ド
ゥ
・
ラ
-
プ
ラ

1
シ
ュ
が
考
察
の

対
象
に
し
た
十
九
世
紀
後
半
の
旧
大
陸
乾
燥
・
半
乾
燥
地
帯
に
お

け
る
生
活
は
、
実
際
に
は
、
彼
が
類
型
化
し
た
よ
う
に
単
純
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
単
純
化
が
、
J
汁
メ

し
か
し
、

( 27) 

叶
1品
川
町
の
機
械
謝
時
自
然
同
定
論
に
土
庁
、
す
る
批
判
、
乃
至
は
修

正
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
た
「
生
活
様
式
」
概
念
の
有
効
性
を
、

い
さ
さ
か
で
も
減
じ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
社
会
的
事
実
の
記
載
、
あ
る
い
は
地
誌

~
叙
述
の
方
法
論
と
し
て
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
概
念
の
、
生
産
関
係

一
的
視
点
を
欠
く
生
態
学
的
性
格
の
故
に
、
グ
ィ
ダ
l

ル
流
の
「
生

一
活
様
式
」
概
念
が
、
限
界
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
す
で
に
今
世
紀
初
頭
に
、
ベ
ル
ナ
l
h
y
と
ラ
ク
ロ
ワ
は
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
遊
牧
生
活
に
関
す
る
古
典
的
労
作
に
お

い
て
、
遊
牧
民
の
遊
牧
範
囲
と
社
会
組
織
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
コ
ロ

ン
に
よ
る
プ
ド
ウ
栽
培
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
急
速
に
変
化
し
、

遊
牧
生
活
を
放
棄
す
る
こ
と
を
余
儀
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
さ
え
生

じ
て
き
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
中
世
初
頭
ベ
ニ
・

ヒ
ラ
ル
・
ペ
ド
ウ
ィ
ン
の
マ
グ
レ
プ
へ
の
進
入
の
際
に
生
じ
た
の

と
、
丁
度
道
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
な
遊
牧
生
活
の
衰
退
が
、

北
西
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
オ
ッ
ト
マ
ン
帝
国
治
下
に
お
け
る

十
九
世
紀
初
頭
以
降
の
治
安
の
安
定
に
伴
な
う
農
耕
地
の
拡
大
の

結
呆
と
し
て
惹
起
さ
れ
た
こ
と
が
、
ド
ゥ
・
プ
ラ
ノ
l
h
F
の
最
近

の
札
引
ん
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
中
央
ア
ジ
ア
、
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カ
ザ
フ
ス
タ
ン
や
キ
ル
ギ
ス
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
中
葉
以
降
、

ロ
シ
ア
人
の
農
業
移
民
に
よ
っ
て
放
牧
地
を
う
ば
わ
れ
た
遊
牧
民

が
、
山
腹
を
ま
す
ま
す
高
い
所
に
ま
で
、
あ
る
い
は
砂
漠
の
奥
深

い
所
に
ま
で
彼
ら
の
生
活
範
聞
を
拡
大
し
て
、
牧
畜
生
産
力
を
低

(
4
)
 

下
さ
せ
た
の
も
、
本
質
的
に
は
、
お
な
じ
遊
牧
生
活
の
変
化
の
プ

ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
遊
牧
生
活
の
変
化
の
過
程
と
も
関
連
す
る
の
で

あ
る
が
、
遊
牧
か
ら
定
着
農
業
に
い
た
る
ま
で
、
実
際
に
は
、
極

め
て
多
様
な
生
活
の
形
態
が
あ
り
う
る
こ
と
も
、
ま
た
、
ペ
ル
ナ

ー
ル
と
ラ
ク
ロ
ワ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
移
動

距
離
の
短
か
い
も
の
(
二
十
キ
ロ
か
ら
五
十
キ
ロ
)
、
い
わ
ゆ
る

ト
ラ
ン
え
ヒ
ィ
三
ペ
じ
属
す
る

3
、
完
全
な
サ
ハ
ラ
泊
寝
民

(
Eげ
旬
、
丘
町
口
間
宮
.
。

HVBEE-仲
佳
仲
田
)
と
い
っ
た
分
類
を
お
こ
な
っ

て
お
り
、
そ
の
分
類
の
基
準
は
、
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
場
合
、
家
畜
を
と
も
な
っ
て
す
る
移
動
の

距
離
や
、
放
牧
地
と
キ
ャ
ン
プ
地
と
の
関
係
と
い
っ
た
側
面
か
ら

み
る
な
ら
ば
、
遊
牧
と
、
定
住
地
を
も
っ
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
と

の
聞
は
、
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

遊
牧
と
定
着
農
業
と
の
間
の
移
行
関
係
は
、
ド
ゥ
・
プ
ラ
ノ
ー

ル
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
常
に
み
ら
れ
た

第三号第六十一巻一橋論叢

こ
と
で
あ
り
、
文
化
史
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

農
村
の
生
成
そ
の
も
の
が
、
遊
牧
的
な
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た

諸
種
族
が
、
く
り
か
え
し
定
住
化
し
て
き
た
過
程
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
み
る
よ
う
な
形
で
、
す
な
わ

ち
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
と
の
接
触
、
あ
る
い
は
、
近
代
化
の
直

接
・
間
接
の
影
響
を
為
つ
け
て
、
伝
統
的
な
遊
牧
生
活
が
破
壊
さ
れ

る
と
い
う
形
で
、
遊
牧
社
会
の
変
貌
が
大
規
模
に
進
行
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
前
世
紀
後
半
以
来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
遊
牧
の

極
め
て
特
殊
な
形
態
で
あ
る
ラ
ク
ダ
飼
育
に
よ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
活

動
の
強
化
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
「
近
代
化
」
の
時
期
に
お

い
て
は
、
一
般
的
に
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
遊
牧
生
活
の
破
壊

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
直
接
農
耕
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
く
て

も
、
何
ら
か
の
形
で
の
、
定
住
化
と
い
う
こ
と
を
と
も
な
う
筈
で

あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
定
住
化
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
す
え
て
、

遊
牧
社
会
の
変
貌
を
研
究
す
る
た
め
の
糸
口
を
提
示
し
よ
う
と
い

う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

(

2

)

k

r

・
切

2
R
w
a
-
2
Z
-
F白
口

g
W
H
下、小
two-ロ巳
O
D
P
H

ロ
c
g
p

門
日
訪
日

omH凶
〉
日
開
小
包
0
・
k
p
H
位
。
a
-
H
唱
。
血
こ
の
書
物
を
筆
者
は
未
見

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
』
・
出
2ρ
ロ
叩
に
よ
る

Z
O
B白血印
P
ロ
仏
ロ
?

白
色
仲
良
出

5
5
m
R
H仏
N
C
ロ白・

E
Z
B
H
W仲Z
E
H
ω
。口広
H
m
n
H
8
8
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(30 ) 

握
に
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
、
社
会
地
理
学
の
基
本
的

(
7
)
 

な
方
法
論
に
関
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

第三号

(

6

)

直
接
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
ソ
1

ル
で
あ
る
が
、

(
前
掲
拙
稿
参
照
)
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
モ
デ
ル
と
い
う
概
念

を
人
文
地
理
学
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
支
配
的
な
傾
向
の
根

底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

(

7

)

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
問
題
点
の
整
理
を
意
図
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
旧
大
陸
の
乾
燥
お
よ
び
半
乾
燥
地
帯
に
お
い
て
、

ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
定
住
化
の
過
程
に
つ
い
て
の
、
包
括
的
な
記
載
や

総
合
的
な
分
析
で
は
な
い
。
ま
た
、
筆
者
は
、
マ
グ
レ
プ
、
ス
l
ダ

ン
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
一
部
に
お
い
て
、
遊
牧
・
半
遊
牧
民
の
生
活
を

瞥
見
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
科
学
的
な
調
査
に
従
事
し
た
こ

と
は
な
く
、
こ
こ
に
お
け
る
事
実
の
記
載
は
、
す
べ
て
文
献
資
料
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
よ
り
本
格
的
な
実

証
的
研
究
の
た
め
の
基
礎
、
あ
る
い
は
、
予
察
的
研
究
と
い
う
性
格

を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第六十一巻一橋論叢

遊
牧
、
す
な
わ
ち
牧
畜
的
ノ
マ
デ
イ
ズ
ム
は
ノ
マ
デ
イ
ズ
ム
一

般
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
他
方
、
文

化
史
的
に
み
て
、
遊
牧
の
起
源
は
、
動
物
馴
化
の
起
源
よ
り
は
る

か
に
新
し
い
。
羊
、
山
羊
、
ラ
ク
ダ
、
牛
を
家
畜
と
す
る
と
こ
ろ

の
旧
大
陸
乾
燥
地
帯
の
遊
牧
の
起
、
振
に
つ
い
て
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
に
関
し
て
は
、
紀
元
前
二
千
年
と
い
う
説
も
あ
ふ
材
、
内
陸
ア

ジ
ア
の
ス
テ
ッ
プ
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
研
究
者
は
、
紀
元
前
十

t
九
世
紀
に
そ
の
時
期
を
求
め
る
の
が
一
般
的
で
札
口
九
。
ソ
連
領

中
央
ア
ジ
ア
に
づ
い
て
は
、
紀
元
前
八

t
七
世
紀
、
ア
ン
ド
ロ
ノ

グ
オ
文
化
の
末
期
に
、
最
初
の
社
会
的
分
業
と
し
て
、
遊
牧
経
済

の
分
離
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
(
問
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

そ
の
起
源
の
時
期
に
づ
い
て
は
、
諸
説
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い

し
、
ま
た
、
揚
所
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
期
が
相
違
す
る
の
は
当
然

で
も
あ
ろ
う
。
農
耕
か
ら
牧
畜
が
遊
離
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、

当
初
は
、
野
生
の
動
物
の
習
性
に
人
聞
が
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ

て
牧
畜
的
ノ
マ
デ
イ
ズ
ム
が
発
生
し
た
の
か
と
い
う
文
化
史
に
関

わ
る
議
論
に
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
の
揚
合

に
も
、
土
地
利
用
の
一
形
態
と
し
て
の
牧
畜
は
、
遊
牧
を
も
含
め

て
、
旧
大
陸
に
お
い
て
は
、
極
北
の
ト
ナ
カ
イ
飼
育
民
を
別
に
す

れ
ば
、
そ
げ
原
初
的
段
階
が
句
l
農
耕
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て

い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
牧
畜
形
態
の
分
類

を
、
農
耕
と
の
関
連
の
し
か
た
に
よ
っ
て
す
る
の
は
、
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
旧
大
陸
に
お
け
る
牧
畜
の
本
来
的
な
性
格
に
合
致
し

た
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

遊
牧
と
定
着
農
業
と
の
聞
に
は
、
短
期
間
の
作
物
栽
培
の
た
め

の
キ
ャ
ン
プ
地
を
も
づ
も
の
、
あ
る
い
は
集
団
の
一
部
の
成
員
が
、
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年
聞
を
通
じ
て
一
定
地
点
は
ど
ど
ま
ぶ
、
す
九
州
む
ち
定
住
地
を
も

っ
ιの
、
な
ど
、
多
様
な
形
態
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
、
通
常
誠

肱
牧
忠
臣
官
。
B
包
百
P
R
U
E
S
B包

5
5
同
色

σロ。
B
包
ga

g
B
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
放
牧
地
は
夏
の
も
の

と
冬
の
も
の
の
二
つ
か
ら
な
り
、
共
同
体
成
員
の
一
部
が
冬
の
牧

場
ま
た
は
夏
の
牧
場
の
あ
る
場
所
に
、
農
耕
に
従
事
し
な
が
ら
定

住
す
る
半
遊
牧
の
形
式
が
ト
ラ
ン
ス
ヒ
高
マ
ン
ス
、
(
移
牧
)
で
あ

る
。
ア
ペ
ニ
ン
山
:
脈
、
ア
ト
ラ
ス
山
脈
を
は
じ
め
、
各
地
の
半
乾

燥
山
地
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
冬
の
雨
期
に
、
平
原
の
草
地
を
求

め
て
、
家
畜
と
共
同
体
成
員
の
一
部
が
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
す

る
の
が
正
常
な
形
式
で
あ
っ
て
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
ア
ル
プ
ス
経

済

k
p
H
B
4
2吋
Z
口
町
民
け
の
よ
う
に
、
夏
に
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス

す
る
の
は
逆
移
牧
と
で
も
い
う
べ
き
形
式
で
あ
る
。

牧
畜
的
ノ
マ
デ
イ
ズ
ム
と
定
着
農
業
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
諸
様

式
を
、
、
移
動
技
術
お
よ
び
農
耕
と
の
関
わ
り
か
た
の
面
か
ら
形
式

的
に
、
し
た
が
っ
て
超
歴
史
的
に
分
類
す
る
と
す
れ
ば
、
以
上
の

よ
う
に
整
理
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
通
常
は
、
移
動
距
離
と
い
う
よ
う
な
量
的
要
因
、
あ
る
い
は

山
地
と
か
平
地
と
か
い
う
よ
う
な
移
動
環
境
が
分
類
の
基
準
と
し

て
加
え
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
様
式
の

住定( 31) 

聞
の
推
移
・
発
展
の
順
序
と
い
っ
た
よ
う
な
、
歴
史
的
条
件
、
社

会
的
環
境
条
件
に
よ
っ
て
相
違
す
る
要
素
が
分
類
の
中
に
は
い
っ

て
き
て
、
複
雑
な
、
あ
る
い
は
混
乱
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
が
な

さ
れ
て
い
る
。

さ
き
に
ふ
れ
た
ペ
ル
ナ
l

ル
と
ラ
ク
ロ
ワ
の
分
類
は
、
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
移
動
距
離
と
キ
ャ
ン
プ
地
と
の
関
連
か

ら
な
さ
れ
た
形
態
分
類
で
あ
る
が
、
移
動
距
離
の
短
い
ト
ラ
ン
ス

ヒ
ュ
マ
ン
ス
の
よ
う
に
、
彼
の
方
法
で
は
、
分
類
不
能
の
も
の
が

で
て
く
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
北
ア
フ
リ
カ
の
遊
牧
民
に
関
し

て
は
、
お
な
じ
よ
う
な
形
態
分
類
と
し
て
、
一
九
三
七
年
に
発
表

さ
れ
た
メ
ル
ナ
1
の
も
の
が
あ
る
。
彼
は

ω完
全
遊
牧
民
(
〈
。
口
h

gsprロ
)ω
半
遊
牧
民
(
出
色

σ
B
B
P
Pロ
)ω
砂
漠
遊
牧
民

(
当
岱
丘
町
ロ
ロ
。
白
色
町
ロ
〉
仲
山
地
遊
牧
民
宙

2
m
B
R
E
B
)
の
四

づ
を
区
分
し
、
こ
の
う
ち

ωと
ωは
移
動
距
離
の
差
に
よ
っ
て
分

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ωは
ωゃ
ωと
ち
が
っ
て
移
動
に
季
節

性
の
な
い
も
の
、
川
刊
は
半
遊
牧
に
は
ち
が
い
な
い
が
垂
直
移
動
を

主
と
す
る
も
の
と
定
義
し
た
。
こ
れ
は
形
態
分
類
と
し
て
は
一
貫

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
類
に
お
い
て
は
、
農
耕
と
の
関
連

は
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
ば
彼
が

ωに
お
け
る
例
と
し
て

あ
げ
て
い
る
ア
ト
ラ
ス
山
麓
の
遊
牧
民
で
夏
に
高
地
に
移
動
す
る
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ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
の
位
置
づ
け
と
い
う
問

題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
上
り
根
本
的
に
は
、
遊
牧
と
農
耕
と
の

関
係
、
い
い
か
え
れ
ば
定
住
化
に
と
も
な
う
生
活
形
態
の
変
化
を

考
慮
に
い
れ
た
分
類
は
、
第
二
次
大
戦
後
-
一

1

7
イ
ア
に
よ
っ
て
、

や
は
り
北
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
な
さ
れ
問
。
彼
は
分
類
の
基
準
を
、

生
活
形
態

(
F
o
σ
g由
同
日
目
)
と
生
活
空
間

(
Z
Zロ
湾

E
B
)
の

二
つ
に
分
け
、
前
者
に
よ
れ
目
、
、
完
全
遊
牧
と
半
遊
牧
に
分
け
ら

れ
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
砂
漠
遊

u

仇
ミ
ス

-7
ち
フ
遮
拘
河
川
山
柑
遊
牧

の
三
つ
が
区
別
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
、
半
遊
牧
と
い
う
の
は
、

一
ヶ
所
に
七
ヶ
月
以
上
滞
在
し
て
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
な
ど
の
栽
培
に
直

接
従
事
す
る
か
、
あ
る
い
は
奴
隷
制
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
ハ
ム

(日〉

サ
制
分
益
小
作
人
か
ら
年
貢
を
と
っ
た
り
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
ス
テ
ッ
プ
や
山
地
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
一
ヶ

所
へ
の
滞
在
が
、
放
牧
地
へ
の
季
節
的
移
動
と
結
び
つ
い
て
い
る

場
合
に
は
、
こ
れ
が
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
と
い
う

の
が
、
彼
の
説
明
で
あ
る
。
土
地
や
家
畜
に
対
す
る
権
利
の
性
格
、

あ
る
い
は
所
有
形
態
は
、
こ
の
よ
う
な
農
耕
・
牧
畜
の
技
術
的
形

態
よ
り
も
、
む
し
ろ
各
地
の
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様

な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
お
な
じ
移
動
と
い
っ
て
も
、
伝

統
的
な
形
式
の
も
の
か
ら
家
畜
を
ト
ラ
ッ
ク
や
列
車
で
は
こ
ぶ
機

直
接
的
に
は
、

住

械
化
さ
れ
た
遊
牧
や
移
牧
ま
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け

る
ニ

1

マ
イ
ア
の
分
類
方
法
は
、
形
態
分
類
と
い
う
立
場
を
ク
ら

ぬ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
生
産
関
係
、
流
通
関
係
を
直
接
に
は
考
慮

に
い
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
立
場

か
ら
、
多
様
な
中
間
形
態
あ
る
い
は
定
住
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
類

品
コ
ロ
ポ
ノ
カ
ル

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
態
分
類
の
基
礎
に
あ
る
生
態
学
的

な
諸
条
件
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

(

M
山

)

の

-
Z
U白
色
白
吋
一
ぐ

C
H
H
5
5白血
OHHHH目
印

国

PHσ
口
。
百
戸
山
由
ロ

E
m
g
u
u
g
t
g
E
Pロ
仏
ロ
昆
ぽ
含
吋
ロ
O
E
-
w
v
g
r
g
g
-

同

E
E
Eタ

H
U
E
H
M円・巴
M
M
Nお
I
N
S
-

(
げ
)
ハ
ム
サ

(EEHHH28σ

制
に
お
い
て
は
分
益
小
作
農
ハ
メ
ス

(
W
H
6
5
5小
田
〉
は
、
そ
の
名
の
通
り
収
穫
の
五
分
の
一
一
だ
け
の
権
利

を
有
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
土
地
、
種
子
、
役
畜
、

農
共
、
労
働
力
の
う
ち
労
働
力
し
か
提
供
し
な
い
か
ら
と
さ
れ
て
い

る
が
、
実
際
に
は
、
直
接
耕
作
者
が
種
子
や
農
共
の
一
部
を
提
供
す

る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
ハ
メ
ス
の
小
作
契
約
は
秋
の
収
穫
に
つ
い

て
か
わ
さ
れ
る
の
で
、
春
の
収
穫
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
小
作
人
の
も

の
に
な
る
の
で
、
小
作
人
の
分
け
前
は
も
っ
と
多
い
の
が
普
通
で
あ

る
。
(
可
・
国
広
C
件
丘
一
「
・
】
)
吋
⑦
臼
口
町
・

ou・
円
同
庁
-
H
U
・
品
飢
え
)

砂
漠
地
帯
に
お
け
る
完
全
遊
牧
は
、
キ
ャ
ラ
グ
ァ
ン
活
動
に
従

事
す
る
集
団
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
例
は
非
常
に
す
く
な
い
。
砂
漠

.'111 
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地
帯
に
お
い
て
は
、
北
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ハ
ム
サ
制
に
よ
る
支

配
を
合
め
て
、
オ
ア
シ
ス
農
耕
民
と
牧
畜
民
と
の
共
生
関
係
が
む

し
ろ
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
半
遊
牧
の
形
態
を
と
る
。
ま
た
砂

漠
地
帯
に
お
け
る
完
全
遊
牧
は
、
そ
の
移
動
距
離
が
長
く
、
治
安

上
の
理
由
に
よ
る
定
着
化
政
策
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
入
植
民
者
あ
る
い

は
族
長
や
都
市
居
住
者
に
よ
る
固
い
こ
み
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の

土
地
私
有
制
の
確
立
、
さ
ら
に
は
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
の
キ
ャ
ラ
グ
ァ

ン
ル

l
ト
へ
の
進
出
な
ど
の
影
響
を
為
つ
け
る
機
会
が
非
常
に
多
い
。

い
わ
ゆ
る
遊
牧
社
会
の
破
滅
的
変
貌
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
こ

と
の
最
も
多
い
の
が
こ
の
ケ
1
ス
で
あ
っ
て
、
家
畜
の
輸
送
が
機

械
化
さ
れ
た
り
、
ラ
ク
ダ
遊
牧
民
保
護
の
た
め
に
ト
ラ
ッ
ク
輸
送

が
禁
止
さ
れ
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
砂
漠
の
遊
牧
民
は
、
伝
統
的
生

活
様
式
、
社
会
組
織
を
ま
っ
た
く
破
壊
さ
れ
、
流
民
と
し
て
、
都

(
初
)

市
の
い
わ
ゆ
る
ピ
ド
ン
グ
ィ
ル
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
砂
漠

地
帯
に
お
い
て
、
遊
牧
社
会
の
変
化
が
破
滅
的
様
相
を
呈
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
砂
漠
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
条
件
だ
け
に

よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
境
線
が
砂
漠
地
帯
に
設
け
ら
れ
る

場
合
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
中
東
や
北
ア
フ
リ
カ
の
油

田
は
、
ほ
と
ん
ど
が
砂
漠
地
帯
に
位
置
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
よ

う
な
条
件
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第三号第六十一巻一橋論叢

完
全
遊
牧
が
、
伝
統
的
な
様
式
と
し
て
多
く
み
ら
れ
た
の
は
、

む
し
ろ
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
山
地
に
お
い
て
は
、
垂

直
移
動
と
い
う
そ
の
性
格
上
、
牧
畜
生
活
は
農
耕
を
と
も
な
う
半

遊
牧
の
形
態
を
と
り
や
す
い
。
同
時
に
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
地
帯
は
、

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
植
民
者
に
よ
る
綿
花
(
中
央
ア
ジ
ア
)

や
プ
ド
ウ
(
北
ア
フ
リ
カ
)
の
栽
培
、
さ
ら
に
最
近
二
、
三
十
年

聞
は
、
ト
ラ
ッ
ク
タ
l

の
導
入
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
式
ド
ラ
イ
ブ
ア

1
ミ
ン
グ
の
普
及
が
著
し
い
地
帯
で
も
あ
り
、
放
牧
地
の
喪
失
、

労
働
力
お
よ
び
農
牧
生
産
物
の
商
品
化
の
機
会
の
増
大
と
い
っ
た

よ
う
な
、
そ
れ
に
と
も
な
う
イ
ン
パ
ク
ト
も
非
常
に
大
き
い
。
こ

の
場
合
、
羊
や
ラ
ク
ダ
か
ら
牛
に
家
畜
の
比
重
を
移
し
て
い
っ
た

り
あ
る
い
は
、
農
耕
を
開
始
し
た
り
し
て
、
土
地
利
用
を
集
約
化

し
半
遊
牧
民
化
、
定
住
化
へ
の
道
を
あ
ゆ
む
条
件
が
存
在
す
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
百
年
間
に
み
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
遊
牧
民
の
定

住
化
」
は
、
遊
牧
・
半
遊
牧
民
の
オ
ア
シ
ス
へ
の
流
入
と
い
う
形

か
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
地
帯
で
の
農
耕
の
開
始
と
い
う
形
で
な
さ
れ

た
の
が
殆
ん
ど
で
あ
っ
て
、
報
告
さ
れ
て
い
る
事
例
も
非
常
に
多

い
。
歴
史
地
理
的
に
み
て
も
、
た
と
え
ば
、
ア
ナ
ト
リ
ア
高
原
に
、

冬
の
牧
場
を
意
味
す
る

E
包
停
に
起
源
す
る

E
田
広
と
い
う
請

を
伴
な
っ
た
農
村
名
が
非
常
に
多
い
の
は
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
地
帯
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イ七

の
農
村
の
多
く
が
遊
牧
民
の
定
住
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
半
遊
牧
民
化
は
、
必
ず
し
も
、
定
住

(
処
)

化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ス
テ
y

プ
地
帯
で
は
、
遊
牧

生
活
の
放
棄
が
そ
の
ま
ま
農
耕
を
と
も
な
う
定
住
化
に
つ
な
が
る

事
例
が
殆
ん
ど
で
、
こ
の
点
、
半
遊
牧
の
状
態
で
、
農
耕
に
直
接

従
事
す
る
こ
と
な
く
、
寄
生
、
ま
た
は
共
生
の
形
で
オ
ア
シ
ス
農

耕
と
結
び
つ
い
て
い
る
砂
漠
地
帯
に
お
け
る
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
定
住

化
と
ち
が
っ
て
い
る
。
ス
テ
ッ
プ
で
定
住
化
し
た
揚
合
従
事
す
る

農
業
は
、
非
港
紙
農
業
の
場
合
も
カ
レ

l
ズ
や
動
力
井
戸
に
よ
る

濯
概
農
業
の
場
合
も
あ
っ
て
一
定
し
な
い
。
ド
ゥ
・
プ
ラ
ノ

1
・W

の
報
告
す
る
ト
ル
コ
に
お
け
る
定
住
化
の
例
は
い
ず
れ
も
非
濯
概

農
業
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
の
は
、
分

割
地
農
民
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
高
原
に
お
い
て
大
野
が
報
告
し
て
い

る
事
例
は
、
ス
テ
y
プ
地
帯
と
い
っ
て
も
、
乾
燥
の
度
合
の
は
な

は
だ
し
い
所
で
あ
る
が
、
四
十
年
前
に
定
住
化
し
て
農
業
を
開
始

し
た
と
き
か
ら
、
カ
レ

l
ズ
(
カ
ナ
ッ
ト
)
に
よ
っ
て
い
た
。
こ

住定

カ
レ
1
ズ
と
村
壁
を
つ
く
っ
た
マ

l

レ
キ
の
も
と
に
、

か
つ
て
の
遊
牧
民
が
小
作
人
、
こ
の
場
合
に
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
な

っ
て
村
落
を
か
た
ち
づ
く
り
、
中
央
政
府
の
政
策
に
も
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
移
動
放
牧
を
ま
っ
た
く
放
棄
し
て
い
る
。
お
な
じ
よ

の
場
合
、

(35 ) 

う
な
形
で
の
定
住
化
は
、
ウ
エ
ゥ
レ
ル
ス
が
報
告
す
る
シ
リ
ア
の

い
く
つ
か
の
新
し
い
村
落
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、

今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
中
央
政
府
の
定
住
化
政
策
の
も
と
に
濯

概
農
業
を
と
も
な
っ
て
定
住
化
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
具

体
的
内
容
は
多
様
で
あ
る
が
、
寄
生
地
主
制
が
成
立
し
、
移
動
放

牧
の
完
全
に
放
棄
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
寄
生
地
主
層
が
、
遊
牧
民
の
部
族
内
階
層
組
織
の
中
か
ら
出
て

き
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
は
別
の
社
会
層
が
出
て
く
る
の
か
、

今
の
と
こ
ろ
筆
者
は
、
一
般
的
な
形
で
地
域
的
傾
向
な
ど
を
云
々

す
る
だ
け
の
デ
1
タ
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
サ
ハ
ラ
の
オ
ア

シ
ス
に
お
け
る
ハ
ム
サ
制
度
は
、
遊
牧
民
的
階
層
制
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
り
、
他
方
、
ア
ト
ラ
ス
ぞ
い
の
ス
テ
ァ
プ
地
帯
に
お
い

て
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
場
合
に
事
情
が
か
な
り
似
て
い
て
、
土
地

の
割
替
制
・
共
同
労
働
者
な
ど
の
共
同
体
的
慣
習
は
残
っ
て
も
、

法
制
上
、
土
地
は
、
所
有
が
細
分
さ
れ
た
メ
ル
ク
白
色
付
す
な
わ

ち
私
有
地
に
な
っ
て
い
る
。
北
ア
フ
リ
カ
に
関
し
て
は
、
砂
漠
地

帯
と
ス
テ
ッ
プ
地
帯
に
お
い
て
は
、
定
住
化
の
過
程
は
、
そ
の
社

会
的
側
面
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
点
で
根
本
的
に
相
具
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

(

回

)

ス
1
ダ
ン
や
ニ
ジ
エ
ー
ル
な
ど
、
サ
ハ
ラ
南
部
に
お
い
て
、
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の
よ
う
な
事
例
が
若
干
報
告
さ
れ
て
い
る
。
(
の
・
国
主
芯
ロ
ゲ
ロ
・

区
丘
町
吋
巳
g

z

S

E

8

5
色
目
白
目
。
宮
田
Z
E
-
-
Z
Q
B包
白
目
立

ロ
2
ロ
p品
目
出
回
口
問
。
ロ
∞
PFPH.mH・問。円一
r
m叶円一宮町田田口吋

H
P
N
G口
白
血
ユ
Q
O

M
H
M
-
d
Z凶
加
の
0
5
8
E
ω
l
H
M
H〉
ソ
速
領
カ
ス
ピ
海
沿
岸
に
お
い

て
も
、
集
団
化
に
と
も
な
っ
て
か
つ
て
の
遊
牧
民
の
牧
畜
ソ
フ
ォ

l

ズ
が
組
織
さ
れ
、
移
牧
プ
リ
ガ
1
ド
と
い
う
形
で
家
畜
の
大
量
ト
ラ

ッ
ク
輸
送
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
揚

合
に
は
、
定
住
化
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

(
k
p
-
Z・
河
内
w
E
Z片付。
4
・

d
t戸田
hHけ
HCロ
p
m吋仙の
C
H
0
2ぃ
匂
P印け
O叶
HWHO
門同町田

H21H1叩
印
山
戸
HH臼
目
。

田
町
日
広
小
田
町
立
w
m
5
5
H
O
Hロ
H
v
z
a四
回
目
。
日
円
1

仏小田
2
2
R
U
H
F
芯
m
門戸
O同

町叶恥円目
hM)目白
HHHHAWOHHdHWωω
・
回
O口勺
o
n
E
寸巾。
3v白
母
国
民
・
の
九
日
。
勺
出
回
目

3
旬
開
国
吉
田
阿
〈
E
Z
旨
E
C
H
U面
白
旬
。
同
国
。
E

「
向
。
吋
甘
え
冨
岡
山
由
口
問
。
円
。

欠
。
号
百
円
g
-
〉
江
の
の
の
句

H
S
a
u
c
ω
|
ω
H
H
)

(
日
)
た
と
え
ば
、
一
九
五
四
年
に
、
南
ア
ラ
ビ
ア
地
方
の
ク
ア
イ

テ
ィ
の
ス
ル
タ
ン
は
、
輸
送
ト
ラ
ッ
ク
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。

(
〈
足
。
出
窓
口

-ou-
円
許
可
・
匂
∞
〉

(ぬ

)
σ
広
。
ロ
4
E
O
の
人
口
増
加
は
、
し
ば
し
ば
気
候
的
カ
タ
ス
ト
ロ

フ
の
結
呆
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
マ
グ
レ
プ
都
市
に
お

い
て
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
都
市
人
口
の
急
増
は
、
大
卒
魁
の
年
に

顕
著
で
あ
る
(
何
回
R
O仲
立
』
・
ロ
叶
町
田
町
ぽ
一

OHV・円山
F
U
3
1
2
0〉

が
、
気
候
条
件
に
よ
っ
て
草
の
成
長
量
が
年
ご
と
に
大
き
く
変
動
す

る
場
合
、
社
会
的
・
経
済
的
要
因
は
、
早
魅
の
年
に
爆
発
的
に
あ
ら

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
幻
〉
宮
治
一
雄
一
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
伝
統
農
業
の
「
近
代

第三号第六十一巻一橋論議

化
」
|
|
予
備
的
考
察
|
|
「
ア
ジ
ア
経
済
」
第
七
巻
十
二
号

九

六

六

年

六

八

l
八
一
頁
。

(
辺
)
ザ
カ
フ
カ

1

ス
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初

頭
に
か
け
て
、
帝
制
ロ
シ
ヤ
時
代
の
統
計
を
用
い
て
も
、
こ
の
現
象
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
回
・
泊
・
ヨ
Q
4
2
0回日目内日}巾
2

E
出口
R
8

HQω
出
国
内
叶
目
。
回

ω
白
E
回
目
白
臼
「
叩
同
図
。
国
民
同

M
H
M円回
-
Z
O
R
g
s
u∞
)

オ
ラ
ン
地
域
に
お
い
て
も
、
前
世
紀
末
以
来
の
お
な
じ
よ
う
な
変

化
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
(
同
州
・

(UmwHHOHEH同
4
1
U
F印
ロ
o
g
pパ
出
回
目
。

U
P回同
QH・hHH
己

PH同印日目

ωPHHP]RW
同HihH口
明
日
目
白
・
寸
叶
hH4白
口
同
山
由

HWH口問門戸
-EH件

含
叶
叩
与
え
の
げ
町
田

g
F
D
H目。ロ
HHO♂
寸
。
B
H
-
〉
-m叩吋国・

8

1
∞
出
)

(
幻
)
ド
ゥ
・
プ
ラ
ノ

l
h
F
の
考
察
に
よ
る
。
(
凶
・
向
。
虫
色
HHO--

。
g
q
p
H
}
g
J
H
U
G
H
-丘
町
田
伊
国
仏
国
O
B
P
丘団
H
P
。
匂
・
円
山
?
)

(
糾
)
し
た
が
っ
て
、
グ
ェ
イ
レ
の
よ
う
に
、
牧
畜
を
、
農
耕
を
と
も

な
わ
な
い
牧
畜
と
農
耕
を
と
も
な
う
牧
畜
と
い
う
よ
う
に
二
大
区
分

す
る
と
、
こ
こ
で
ニ

1

7
イ
ア
が
い
っ
て
い
る
半
遊
牧
や
移
牧
は
、

農
耕
を
と
も
な
わ
な
い
場
合
に
も
、
と
も
な
う
場
合
に
も
あ
り
う
る

こ
と
に
な
る
。
グ
ェ
イ
レ
は
、
半
遊
牧
を
前
者
に
帰
属
さ
せ
て
、
こ

れ
を
移
行
形
態
同
C
叶
B
O
骨
片
辺
目
的
目
立
。
ロ
と
の
ぺ
、
後
者
に
属
す
る

も
の
と
し
て
、
ア
ル
プ
ス
型
山
地
牧
畜
企
0
4
p
m
g
E
Cロ
S
四回
F
E印

門
ぽ
け
U
1
u
o
p
-
-ロ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ

ュ
マ
ン
ス
と
ア
ル
プ
ス
担
牧
官
官
の
、
本
質
的
に
同
じ
性
格
が
見
失
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(
司
・
〈
4

3
け
い
の
合
的
司
3
E
o
p
H
u
b
-
0
4
F宮

町ロ叶町田・

H申
MH)

(
勾
)
以
・
円
HAW
句
-P
己
HOH
い
り
O
H
P
M
V
H
E宮
町
句
。
HHMMV町
三
お
ロ
ロ
叩
・
。
℃
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，-

ロH
-
f

・

(
泌
)
大
野
盛
雄
一
イ
ラ
ン
農
村
の
社
会
経
済
構
造
の
研
究
、
第
三
部

ケ
イ
ル
ア

1
パ

1
ド
(
シ

1
-ブ
1
ズ
)
の
例
東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
第
四
十
冊
一
九
六
六
年
一
八
一
|
二
九

O
頁。

(

幻

〉

H

・
4
1
2
H
R
g
R
F
ヨP
E
r
m
コぽ
2
E
H
r
s
z
・

。同時。ロけ・

]VP同以回・
H

市

wh
示・

(
お
)
切

-
m
R
m
H
a
m
昨日目
σ白
吋
民
一

ω白
Hロ
ナ
ロ
O
R包
回
全
H

Z町
内

NFCロ
P

Z
O
B包
2

2

ロ
O
B
E
2
5
0
F
H
H
E
r
n
v
g・
問
。
口
町
四
叶
口
一

p
g
E叶

H
P
N
O
B
R
F
r
w
M円
H
M
-
d
z出
切
の

0
5
2
H
N
ω
l
H
a
-

民
-
m
C
4口
HCぽ
'HW
ロm
o
r
o
m
-
百円け・

剛山・。
FUOザ
列
。
可
U

切

C叶
]
h
o
β
2
0
C回目
Fロ
mp-

】

WEH山
由
仏

m
m
h山中

間

S
H
V
E
O
広岡山
O白
色
叩
・

krHm刊
誌
-
H申
S
H
E
-
-
H
O
B
-

(

卸

)

】

M-Hwpg仲
丘
一
『
-
U
H白血口
U
h
O
H
V・
口
戸
念
品
|
怠
u・

イ乞

旧
大
陸
の
乾
燥
、
半
乾
燥
地
帯
の
山
地
に
お
い
て
は
、
さ
き
に

の
べ
た
よ
う
に
、
半
遊
牧
の
形
式
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
大
部

分
は
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
の
か
た
ち
を
と
る
。
た
だ
ニ

1
マ
イ

ア
の
分
類
に
よ
る
と
こ
ろ
の
牧
畜
の
山
地
型
と
ス
テ
y
プ
型
の
境

界
は
決
し
て
明
確
で
は
な
く
、
移
動
が
山
地
と
ス
テ
y
プ
に
ま
た

が
る
も
の
を
山
地
型
と
す
る
な
ら
ば
、
山
地
型
半
遊
牧
の
大
部
分

は
、
乾
季
の
夏
に
放
牧
地
を
山
地
に
求
め
て
定
住
地
を
低
地
の
冬

の
牧
場
に
も
づ
正
常
型
の
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
進
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
は
冬
期
の
低
温
の
た
め
に
、
冬

住定(37 ) 

に
定
住
地
か
ら
家
畜
を
低
地
に
送
る
形
式
で
あ
り
、
現
存
す
る
の

(

ぬ

)

(

社

)

(

認

)

は
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
や
コ

l

カ
サ
ス
山
地
、
ア
ナ
ト
リ
ア
北
西
部
、

(
お
)

バ
ル
カ
ン
半
島
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
グ
ィ
ネ
な
ど
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、

ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

冬
に
定
住

本
来
、

地
に
お
け
る
合
飼
を
お
こ
な
う
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、

進
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
が
成
立
す
る
た
め
の
技
術
的
条
件
は
、

山
地
の
夏
の
牧
場
に
お
い
て
農
耕
が
可
能
で
、
し
た
が
っ
て
そ
こ

が
定
住
地
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る。
進
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
低
地
に
位
置
す
る
冬

の
牧
場
は
、
そ
こ
に
お
け
る
定
着
農
耕
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て

い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
場
合
に
は
移
牧
民
は
、
借
地
ま
た
は
家

畜
の
世
話
を
低
地
の
農
耕
民
に
委
託
す
る
。
ま
た
低
地
の
冬
の
牧

場
を
慣
習
法
上
入
会
地
と
し
て
所
有
し
て
い
た
場
合
に
も
、
そ
れ

が
国
家
権
力
あ
る
い
は
植
民
地
当
局
に
よ
っ
て
吋
g

E
己
吉
田
と

み
な
さ
れ
て
没
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
例
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
道
遊
牧
は
、
低
地
に
お
け
る
農
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、

そ
の
生
活
の
基
盤
を
失
う
機
会
が
多
い
の
で
あ
り
、
低
地
の
牧
場

を
失
っ
て
、
よ
り
高
い
山
地
に
放
牧
地
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た

エ
ル
ブ

l

ス
南
山
駅
、
ア
ト
ラ
ス
山
脈
の
各
耐
を
は
じ

事
例
は
、
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(38 ) 

め
と
し
て
多
く
、
定
住
地
を
離
れ
て
牧
草
地
を
求
め
て
移
動
す
る

よ
う
に
な
る
、
い
わ
ば
遊
牧
化
ロ
O
B
E
A
H出
伊
丹
仲

O
ロ
と
い
う
現
象
が

ひ
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

第三号

歴
史
的
に
み
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
逆
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ

ン
ス
が
消
滅
し
た
例
は
多
く
、
バ
ル
カ
ン
半
島
で
は
、
前
世
紀
末

か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ザ
ド
ル

l

ガ
の
解
体
が
、
山
地
の

移
牧
民
の
生
活
を
破
壊
し
て
、
山
地
人
口
の
急
減
を
招
来
し
(
日
し
、

イ
タ
リ
ア
で
は
、
パ
ダ
ナ
平
原
を
は
じ
め
と
す
る
平
野
に
お
け
る

農
業
の
発
展
が
、
冬
季
の
逆
移
牧
を
不
可
能
に
し
て
、
こ
れ
が
山

地
に
お
け
る
集
約
的
酪
農
業
発
展
の
契
機
に
な
っ
た
。
ヨ

l

ロ
y

パ
で
は
、
逆
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
の
み
で
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ

第六十一巻一橋論叢

ュ
マ
ン
ス
そ
の
も
の
が
、

こ
の
百
年
間
、
急
激
に
衰
退
し
つ
つ
あ

な
か
で
も
、
農
業
発
展
に
と
も
な
っ
て
冬
の
牧
場
の
面
積

の
減
少
が
著
し
い
。

も
と
も
と
、
定
住
を
そ
の
条
件
と
す
る
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス

は
、
農
耕
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
形
態
で
あ
る
。
農
耕
に
直
接
従

事
し
な
い
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
集
団
は
、
現
在
、
新
大
陸
の
企

業
的
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
を
別
に
す
れ
ば
、
旧
大
陸
で
は
ア
ト

ラ
ス
山
脈
や
サ
ハ
ラ
砂
漠
中
の
山
地
に
い
く
ら
か
の
例
が
あ
る
に

す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
砂
漠
地
帯
に
お
け
る
完
全
遊

j

f

、

ヲ
屯
」
ハ
N

牧
民
と
お
な
じ
く
、
低
地
の
農
耕
民
を
経
済
的
ま
た
は
政
治
的
に

支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
農
耕
移
牧
民
た
?
え
て
い
(
問
。
そ

の
機
構
は
、
本
質
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
王
権
お
よ
び
教
会

勢
力
に
保
護
さ
れ
て
い
た
メ
ス
夕
、
あ
る
い
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
且

や
モ
ン
ペ
リ
エ
の
特
権
商
人
と
結
び
つ
い
て
い
た
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ

マ
ン
ス
の
も
の
と
同
じ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、

一
八
三
七
年
の
メ
ス
タ
に
対
す
る
特
権
廃
止
以
後
、

(

川

叫

)

ス
ペ
イ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
が
急
速
に
衰
退
し
た
の
と
、

ま
さ
に
同
一
の
状
況
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
国
に
よ
っ
て
か
な

り
ち
が
っ
て
い
る
が
、
現
在
ア
ラ
プ
諸
国
で
実
現
さ
れ
れ
ノ
ワ
あ
る

土
地
改
革
を
は
乙
め
と
す
る
諸
改
革
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形

の
、
農
耕
民
に
対
す
る
支
配
に
立
脚
し
て
い
た
非
農
耕
移
牧
民
に

も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
ク
一
フ
l
ク
の
報
告
す
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
ア
ト

(
H
U
)
 

ラ
ス
の
メ
ラ
ジ
グ
族
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
例
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ち
が
っ
て
、
北
ア
フ

リ
カ
、
西
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ

マ
ン
ス
に
従
事
す
る
牧
畜
民
の
数
は
、
最
近
約
十
年
間
に
増
大
し

て
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
問
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
遊

牧
民
、
半
遊
牧
民
の
定
住
化
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
、
主
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「←一一

に
冬
の
牧
場
に
お
け
る
農
耕
の
開
始
と
い
う
形
を
と
っ
て
進
行
す

る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、

土
地
所
有
や
濯
概
な
ど
の
土
地
改
良
に
関
す
る
諸
問
題
が
解
決
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
シ
リ
ア
な
ど
で
は
、

政
策
的
に
も
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
定
住
化
が
す
す
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
移
牧
民
の
増
大
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
定
住
農
耕

民
が
、
あ
ら
た
に
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ

つ
で
も
結
果
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

ド
ゥ
・
プ
ラ
ノ

l
ル
に
よ
っ
て

イ己

報
告
さ
れ
て
い
る
イ
ラ
ン
の
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
サ
l

へ
ン

ド
山
麓
の
例
な
ど
は
こ
れ
で
あ
り
、
ド
ゥ
・
プ
ラ
ノ

1
ル
に
よ
れ

ば
、
こ
の
地
帯
の
移
牧
は
比
較
的
起
源
が
新
し
く
、
そ
の
契
機
は
、

こ
の
よ
う
な
、
低
地
の
定
斎
農
耕
村
に
お
け
る
人
口
増
大
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
の
場
合
、
新
た

に
放
牧
が
開
始
さ
れ
た
土
地
は
、
固
有
の
未
耕
地
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
定
着
農
耕
民
に
よ
っ
て
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
が
開

始
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ミ
リ

HHH昨
日
や
ワ
ク

4
2ー
同
な
ど
そ
の
起

源
は
一
様
で
は
な
く
て
も
、
夏
の
放
牧
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
土

地
そ
の
も
の
と
制
度
の
存
在
が
ま
ず
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

住定(39 ) 

(

m
山

)

お
も
に
ピ
レ
ネ
山
地
に
お
い
て
で
あ
る
。
民
・

4
司

C
F
0
1喜
一

Fw公
0
4
P間
四
倉
田
明
日
冊
目
。
ロ
宏
・
】
M但叶
2
3
2
H
V・
HNN・

(
氾

)
k
r
-
Z
-
河
川
広
州
立
巳
]
8
4
H
Oゆ
-
m
F

(
勾
)
い
「
・
吋
一
門
出
品
目
ロ
が

F
O出向。叶
B
g
a
o
F
1
0
]
u
p田仲良
P
H
O
Oロ

A

門口
2
ー丘
0・
。
g
m
g回
目

r
p
k
rロ
H
S
H
0
3
H申
立
に
お
い
て
報
告
し
て

い
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
末
尾
至
行
一
オ
ア
シ
ス
農
業
と
遊

牧
の
問
|
|
西
南
ア
ジ
ア
に
関
し
て
文
献
紹
介
的
に
|
|
「
人
文
地

理
」
第
十
三
巻
三
号
一
九
六
一
年
二
六
四
|
二
七
六
頁
に
よ
っ

た。

(
お
)
同
-
H
S
P
E
一
2
0け
2

2叶
宮
可
p
gげロ
B
P
H
M
g
H
V
E
g
g
-
o

g
同
町
叶
私
的
。

1
5・
民
注
目
片

2
3忠
0

・
H

唱。
H

ω
叶

l
l
u
a
・

(日目

)

M内
・
色
町
市
HPロ
げ
。
-
一
一
ロ
ロ

HV山
小
目
。
三
件
小
HH恥
]qF
ロ
P仲田町
v
g
の戸山
t

日比四ロロ
0・
0
Z
O吋4
p
t
o
g
m
C叶
ダ
四
品
。
m
g
M
M
E即日凶
β
旨戸山口
O
仏
O

E
S
H岡田
OHU芯
ロ
可
目
。
ロ
包
・
国
三
円
。
注
目
す

-
u
p
E
8
S片山
O口
仏
o
o
h山oh

m
-
8
Z国
司

3
5
p
u
-
出
C
印

-

N

∞と
N

∞u
・
H
甲

山

由

匂

l
a
+・

(
日
目
)
同
・
り
町
田
り
C
U
H
F
-
k
r昨日

ρ
5門

H
H
H
Z
o
a
-
同V
R戸田
-
N
S
l
N主・

(
日
山
)
こ
の
よ
う
な
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
北
ア
フ
リ

カ
に
関
し
て
で
あ
る
。
(
く
・
民
C
E
o口一

O
U・
三
件
・
)
た
だ
、
あ
と
の

本
文
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
遊
牧
化
が
、
こ
の
よ
う
な
生
活
の

基
盤
の
破
壊
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
強
制
的
に
定
住
さ
れ
た
遊

牧
民
が
遊
牧
の
万
が
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
か
ら
(
あ
る
い
は
そ
の

よ
う
に
考
え
て
て
中
央
権
力
が
弱
体
化
し
た
と
き
、
一
再
び
遊
牧
生
活

に
戻
る
場
合
も
あ
る
。
(
民
-
k
r
d
g白
人

ω巳
己
叩
B
O
H件
。
同
口
O
B
P白山口

伊
出
向
田
町
田
ナ
目
。
s

E
山
口
写
山
ず
白
目
的
叶
CHH宮
山
ロ
岳
印
刷
自
白
色
叩
肘
P己
-

E
件。吋ロロけ問。ロ
PHHkmwヴ
Oロ
吋
問
。
4
U
d司
〈
。
-
-
F
M内M円HM円・

H甲
S
N
U
i
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ha
〉。

(
釘
)
出
-
H
田昌山門《凶
h
O
M
V・円山け・

(叩品〉

H
y
k
r
ユ)白血
-

A

門町
o
m白c
m
g
H
V
F可

C
同切戸田仲
O
B
H
回目円
0
・
HH-
ロ∞ヤ

g

Z
仏
司
日
HHH
閉口円
CHump
ロ巾
H
m
v
B
-
V
-
2
-
0
8
m
g
H
V
F
H口
巳
阿
川
町

4
ば
司

ぐ
c--
ロ
H
申

N

い
M
M唱
l
l
u
ロ・

(mU)

民・
4
司

c
-
W
C呈汁印口
F
H
C
H
V
・
2
F
ロ
-
H
N
H
・

〈
-
民
凸
口
円
相
H
H
H
C
U
・円片付・

]
V
U
3
・

(
川
刊
)
こ
の
間
の
事
情
は
、
町
-
J
1
3
8行
O
U
-
丘
仲
ロ
∞

H

∞
い
に
詳

〆、。

7
1
、、
L
M

(MU)
』

-
H・
2
R
W
T
m山g
門
出
。
田
氏

g
s
r
g
E
E
U
H
H
H
U
Z
O叶岳

九戸片山口
P
・同
8

5
自
由
円
。
g
m叶
品
目
勾
〈
。
-
-
ω
M
-
H甲
S
U
M
-
H
O∞・

(
位
)
〈
・
民
C
口仲立
7
c
u・円
HF

(日刊
)
H
F
(
U
H
W
]
u
。ヤ同
-
4
H
H
K
O
B
C
ロ
4
0
5
8
門
戸
叩
宮
町
。
]VHHHFH
守口

eHHH
回
目
白
田
宮
口
広
C
町
四
回
全
H
mロ
仏
・
同
2

5

〉
昨
日
g
g
o
H
喝さ

z
a
-
ω
∞之
ω
∞M
N
ω
N
i
N
A
∞-

k
r
-
Z
-
H同伊肘広口
H
W
Cぐ
い

O
U
・口片付・

(MH)

民
-KF44
白色
U
C
H
V
-
n
R
-

(
M
3
u円・門目。一

E
Bロ
HHOHH

ド
伊
三
白
色
白
一
目
。
ロ
g
m
H
H
叩
仏
但
H
g
H
O

∞
mwH5HH仏
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第三号第六十一巻一橋論叢

ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
の
起
源
と
定
住
佑
と
が
、
直
接
結
び
ワ

く
か
ど
う
か
と
い
お
っ
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
旧
大
陸

の
乾
燥
、
半
乾
燥
地
域
に
お
い
て
進
行
し
て
い
る
過
程
に
お
い
て

も
、
二
つ
の
場
合
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、

文
化
史
的
に
、
定
着
農
耕
か
ら
遊
牧
に
い
た
る
ま
で
の
諸
形
態
を

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
と
も
関
連
す
る
。
ト
ラ

ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
を
、
一
般
的
に
、
す
な
わ
ち
地
中
海
地
域
や
ア

ル
プ
ス
、

ピ
レ
ネ
、
バ
ル
カ
ン
の
山
地
を
も
含
め
て
旧
大
陸
の
農

牧
混
合
文
化
圏
全
体
に
お
い
て
、
よ
り
集
約
的
な
土
地
利
用
に
も

と
づ
く
定
住
性
の
強
い
生
活
様
式
へ
の
発
展
の
一
段
階
と
し
て
と

ら
え
る
通
常
な
さ
れ
て
い
る
解
利
に
対
し
て
、
他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
十
一

t
十
二
世
紀
の
農
村
に
お
け
る
人

口
の
増
大
期
に
、
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
放
牧
が
開
始
さ
む
~
と
い

う
よ
う
な
事
実
も
あ
る
の
で
あ
る
。
牧
畜
的
生
活
諸
様
式
の
発
展

系
列
を
、
文
化
史
の
立
場
か
ら
考
え
て
い
る
グ
ェ
ル
ト
の
見
解
は
、

こ
の
後
者
の
立
場
に
立
ワ
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
冬
の
み
口
飼
を
と

も
な
う
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
を
ア
ル
ム
経
済

k
r
H
E
t
-
吋
広
口
耐
え
ぺ

そ
し
て
、
筆
者
が
こ
こ
で
逆
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
と
規
定
し
た

も
の
を
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
と
い
う
よ
う
に
、
彼
独
自
の
言
葉

の
用
い
方
を
し
て
、
ア
ル
ム
経
済
か
ら
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
、

牧
人
経
済
関
P
V
2
a
巧
E
田口

E
R
を
へ
て
純
粋
遊
牧
同
即
時
国

g

同
町
S
D
E
Z
O
B
包
E

E

B

へ
と
い
う
発
展
の
図
式
を
の
べ
て
、
遊

牧
民
文
化
は
、
型
農
耕
の
ア
ル
ム
経
済
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
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る
こ
と
を
の
べ
て
入
問
。
こ
の
文
他
史
上
の
図
式
は
、
し
か
し
な

が
ら
、
牧
草
や
根
菜
類
の
栽
培
を
と
も
な
う
、
い
わ
ゆ
る
農
業
革

命
を
へ
た
後
の
現
在
の
ヨ

1
ロ
y

パ
に
お
け
る
(
あ
る
い
は
、
そ

の
よ
う
な
農
業
技
術
を
導
入
し
て
他
地
域
に
お
い
て
成
立
し
た
)

集
約
的
な
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
経
営
と
、
文
化
史
上
の
一
段
階
と

し
て
の
仮
設
で
あ
る
ア
ル
ム
経
済
と
の
混
同
の
上
に
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
関
岱
何
回
四
月
が
、
は
た
し
て
生
活
様
式

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
社
会
集
団
を
か
た
ち
づ
く
る
範
時
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
も
残
っ
て
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
に
お

け
る
農
耕
の
意
味
を
考
察
す
る
上
で
は
、
あ
ま
り
意
味
を
も
た
な

い
。
む
し
ろ
定
住
化
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
の
生
態
学
的
意
味
に
お

け
る
遊
牧
化
の
、
技
術
的
プ
ロ
セ
ス
と
社
会
的
条
件
を
、
具
体
的

に
み
て
い
く
中
で
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
マ
ン
ス
の

性
格
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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間
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ヴ

2m-
巴
2
H
2
l
l
H
N
可
(
薮
内
芳
彦
、
飯
沼
二
郎
訳
農
耕
文
化

の
起
源
一
九
六
八
年
二
ニ
九
|
一
七
五
頁
、
こ
の
訳
本
で
は
、

肉
昨
日

H
2
と
い
う
言
葉
に
「
酪
農
民
」
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
〉

定
住
佑
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

遊
牧
ま
た
は
半
遊
牧
生
活
の
破
壊
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
種
族
的

社
会
組
織
の
解
体
そ
の
も
の
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
そ
の
集
団
が
す
る
土
地

利
用
の
集
約
佑
と
い
お
っ
こ
と
を
契
機
と
し
て
も
進
行
す
る
。
前
者

の
揚
合
、
た
と
え
農
耕
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て

jrそ
れ
が
、

新
し
い
開
拓
地
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
戦
略
村
へ
の
強
制

乃
至
半
強
制
的
居
住
と
い
う
形
で
、
放
牧
地
や
一
時
的
耕
地
の
利

用
と
結
び
づ
い
て
い
た
か
つ
て
の
社
会
組
織
を
ま
っ
た
く
欠
い
て

な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
「
新
し
い
村
落
」
の
社
会
的
性
格
は

極
め
て
流
動
的
な
、
そ
の
意
味
で
、
村
落
の
成
員
個
々
の
定
着
性

を
欠
い
た
も
の
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
伝
統
的
な
農
業
技
術
の
根

強
い
残
存
と
は
対
照
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
モ
ン
ス
ー
ン
(
り
ジ
ア

の
農
村
を
み
な
れ
た
者
に
は
異
様
な
ま
で
の
流
動
性
が
あ
る
。
こ
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( 42) 

の
場
合
、
牧
畜
経
済
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
て
も
、
共
同

牧
人
の
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
あ
ら
た
に
そ
れ
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
濯
概
耕
地
に
お
い
て
は
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ

が
植
え
ら
れ
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
の
場
合
一
般
に
耕
地

は
閉
鎖
耕
地
で
あ
る
。

第三号第六十一巻

強
制
的
ま
た
は
半
強
制
的
な
定
住
で
は
な
い
が
、
定
住
地
が
、

4
5
t
な
ど
の
形
で
維
持
さ
れ
て
き
た
大
土
地
所
有
制
の
中
に
く

み
こ
ま
れ
て
い
る
場
合
、
旧
来
の
遊
牧
民
的
社
会
組
織
が
弱
体
化

す
る
と
い
う
こ
と
に
、
多
く
の
報
告
が
ふ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場

合
に
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
主
制
の
性
格
そ
の

も
の
を
吟
味
し
な
い
か
ぎ
り
、
一
般
的
な
こ
と
を
云
々
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
大
野
の
報
告
に
お
い
て
、
イ
ラ

ン
の
農
地
改
革
後
、
遊
牧
民
の
末
端
の
小
集
団
の
長
と
し
て
の
キ

ヤ
ド
コ
ダ
ー
を
中
心
と
す
る
組
織
が
、
再
び
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
ぶ
か
い
。
し
か
し
こ
の
場
合

に
は
、
開
放
耕
地
制
で
、
マ

1
レ
キ
地
主
体
制
の
も
と
に
お
い
て

も
、
割
替
耕
作
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
物
質
的
基
礎
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

割
替
耕
作
制
を
は
巳
め
と
す
る
定
蒼
農
業
村
の
社
会
組
織
と
、

以
前
の
遊
牧
社
会
の
組
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
・
プ
一
ブ
ノ

一橋論叢

ノレ

は、

ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
い
て
定
住
化
開
始
後
経
過
し
た
期
聞

が
さ
ま
ざ
ま
な
い
く
つ
か
の
村
落
を
比
較
検
討
し
て
、
定
住
の
開

始
は
、
二
十

t
三
十
家
族
の
、
比
較
的
小
規
模
な
集
団
に
よ
っ
て

な
さ
れ
、
居
住
形
態
も
、
む
し
ろ
散
居
に
近
く
、
一
世
代
乃
至
二

世
代
た
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
大
集
村
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
割
替

時
下
制
さ
ら
に
は
耕
区
制
さ
え
も
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
的
社
会
結
合
が
う
ま
れ
る
契
機

と
し
て
、
こ
の
場
合
、
牧
畜
に
お
け
る
共
同
牧
人
の
発
生
と
、
村

落
の
規
模
の
拡
大
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
状
況
は
、
か
な
り
が
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ス
テ
ッ
プ
の
自
然

条
件
、
古
く
か
ら
の
定
蒼
農
民
の
遊
牧
民
に
対
す
る
政
治
的
カ
の

優
越
が
他
の
地
域
よ
り
著
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
特
殊
な
地
域
的

条
件
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
割
替
耕
作
制
は
、
多

く
の
新
し
い
定
住
地
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
割
替
制
や
耕
区
制
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
西
欧

的
な
意
味
で
は
自
作
農
と
称
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
作
農
を
、

土
地
改
革
を
す
す
め
て
き
た
中
央
権
力
が
、
法
的
に
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
う
か
と
い
う
点
で
も
、
そ
れ
を
認
め
る
イ
ラ
ン
な
ど
と
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
な
い
マ
グ
レ
プ
諸
国
と
で
は
、
そ
の
後

に
お
け
る
農
業
集
落
発
展
に
と
っ
て
の
条
件
が
非
常
に
ち
が
っ
て
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イ己

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

農
耕
部
門
の
拡
大
が
、
遊
牧
お
よ
び
半
遊
牧
集
団
の
定
住
化
を

う
な
が
す
契
機
を
な
す
の
は
、
さ
き
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
し
か

し
、
牧
畜
部
門
の
拡
大
に
よ
っ
て
定
住
化
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
も
、
理
論
的
に
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
急
速
に
定
住
化

し
た
遊
牧
民
の
社
会
的
適
応
が
困
難
で
、
病
気
、
道
徳
的
頚
廃
な

ど
の
問
題
が
生
乙
て
き
て
い
る
現
実
か
ら
、
む
し
ろ
、
牧
畜
経
済

を
主
体
に
し
た
方
向
で
定
住
化
政
策
を
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
土

地
改
良
の
た
め
の
社
会
投
資
な
ど
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
そ
の
方

(
臼
)

が
経
済
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
そ

の
よ
う
な
方
向
で
の
定
住
化
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
み
て
き
た
よ
う
に
定
住

化
と
い
う
も
の
の
社
会
的
側
面
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
、

そ
こ
で
は
、
地
域
的
、
体
制
的
多
様
性
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
条

件
と
し
て
、
考
察
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考

察
を
す
す
め
る
た
め
に
、
比
較
検
討
す
べ
き
デ
ー
タ
そ
の
も
の
、

住定(43 ) 

実
証
的
な
事
例
の
報
告
が
、

で
あ
る
。

あ
ま
り
に
す
く
な
い
の
が
現
状
な
の
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い
て
は
、
M
-
仏

σ
E
P
ロげ
G
H
h
z
o
ロ
4
0
P
C
H
i
-
-
P
問2

Hw-mam
吋。山田
w
L
P
3
8
H
W
ロ白
AmOHMW

〔

U
V
四位。ロ
P
民
同
門
広
Y

O
口口広
σ同
S
H
0
・

Hν
ロ
σ戸内
PAU
目
。
口
出
血
O
H
P

同
町
山
口
口
同
門
小
色
白
田
伊
目
立
司
冊
目
立
い

ω
口凶作ロ円相白

出
口
自
己
目
g
q
k
p
H
m
R
田-
M内凶
M
H
M
円・

]
V
R
仲田・

3
3
に
く
わ
し
い
事

例
報
告
が
あ
る
。

(
印
)
ド
ウ
・
プ
ラ
ノ
l
b
F
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
そ
の

他
、
民

kpd
司
包
一
寸
町
田
川
戸
田
回
目
白
ロ
伊
丹
守
口
注
目
。
日
包
加
山
口
同
問
可
一
立
-

c
g
m
g
u
一庄口
F
H
m
O
4
W
4
4
・
〈
己
主
-
H
叩忠
N
A
O
i
N
M
N
U
国

-J5叶
5
・

ロ
2
H
H
O
ロ片山
m
o
H
g
r
p
Z
H
E
目
立
白
目
。
ュ
g

E

円印口宮口

4
4
2
p

出口町
H

岳
山
問
。
山
田
件
。
回
・
り
目
印
刷
叶
品
。
岡
山
・
国
・

5
M血

ω

。luc
な
ど
、

こ
の
種
の
指
摘
は
多
い
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