
　

約
１
万
年
前
、
そ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
狩
猟
採
集
の
文
化
か
ら
、
人
類
は

農
耕
牧
畜
に
よ
る
農
業
文
明
の
段
階
へ
と
入
っ
た
。
今
、
我
々
が
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
る「
家
族
」と
い
う
の
は
、
こ
の
農
業
文
明
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
何
千
年
か
が
過
ぎ
、
１
５
０
〜
２
０
０
年
前
か
ら

始
ま
っ
た
産
業
文
明
に
よ
り
、
我
々
の
生
活
の
仕
方
や
そ
れ
に
伴
う
家
族
に

つ
い
て
の
価
値
観
も
、
す
べ
て
が
劇
的
に
変
化
し
て
き
た
。
し
か
し
我
々
は
、

農
業
文
明
か
ら
続
く
こ
の
家
族
と
い
う
制
度
を
急
変
さ
せ
る
や
り
方
で
は
な

く
、時
間
を
か
け
て
少
し
ず
つ
変
え
て
い
き
、い
わ
ば
使
い
回
し
を
し
な
が
ら
、

こ
こ
ま
で
維
持
し
て
き
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
農
業
文
明
か
ら
続
い
て
き
た
人
間
の
家
族
と
い
う
も
の
を
改
め
て
考

え
て
み
る
と
き
、
次
の
３
つ
の
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
家
族
は
食
糧
を
獲
得
す
る
た
め
の
生
産
の
単
位
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
。
農
業
に
限
ら
ず
、
商
人
で
あ
っ
て
も
職
人
で
あ
っ
て
も
、
家
族
は
、

ひ
と
つ
の
技
術
と
資
本
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
、
次
の
世
代
に
伝
え
て

い
き
な
が
ら
存
在
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
政
治
と
い
う
も
の
も
、
ひ
と
つ
の

職
業
だ
と
す
れ
ば
、
首
長
で
あ
れ
王
で
あ
れ
、
支
配
階
級
で
さ
え
も
家
の
仕

事
と
し
て
、
あ
る
価
値
を
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
家
族
は
再
生
産
の
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
２
つ
の
再
生
産
が
あ
る
。
１
つ
は
次
世
代
を
再
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
。

子
ど
も
を
産
み
育
て
て
次
の
世
代
を
つ
く
っ
て
い
く
。
農
耕
文
明
の
場
合
は
、

そ
う
や
っ
て
育
て
た
子
ど
も
が
、
そ
の
家
が
も
っ
て
い
る
資
本
、
つ
ま
り
耕

作
地
や
道
具
な
ど
と
同
時
に
技
術
・
知
恵
を
受
け
継
ぎ
、
生
産
の
単
位
と
し
て

も
続
い
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
も
う
１
つ
の
再
生
産
は
、
自
分
自

身
の
再
生
産
で
あ
る
。
昼
間
の
労
働
で
疲
れ
て
も
、
家
に
帰
っ
て
食
事
を
し

て
眠
り
、
翌
朝
に
な
る
と
再
び
昨
日
と
同
じ
自
分
に
な
る
。
自
分
自
身
の
活

力
を
毎
日
再
生
産
す
る
場
、
そ
れ
が
家
族
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、家
族
は
生
産
の
単
位
で
あ
り
２
つ
の
再
生
産
の
単
位
で
も
あ
っ
た
。

人
間
の
家
族
を
捉
え
る
３
つ
の
観
点
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現
在
で
も
、
多
く
の
人
た
ち
は
ま
だ
家
族
と
い
う
も
の
を

そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
現
実
に
は
す
で
に
そ
こ
か
ら
大
き
く
変
化
し
て

き
て
い
る
。
今
で
は
、
子
が
親
の
職
業
を
継
ぐ
こ
と
は
少

数
派
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
男
親
が
外
で
働
い
て
お
金

を
持
っ
て
く
る
が
、
家
が
生
産
の
単
位
で
あ
る
場
合
は
も

う
多
く
は
な
い
。
か
つ
て
身
分
と
職
業
が
結
び
つ
い
て
い

る
時
代
に
は
、
家
族
は
生
産
の
単
位
と
し
て
の
拘
束
力
を

も
ち
続
け
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
身
分
制
も
す
で
に
形
を

失
っ
て
い
る
。
農
業
文
明
か
ら
産
業
文
明
に
移
っ
た
と
き

に
、
家
族
は
生
産
の
単
位
で
あ
る
必
然
性
を
も
た
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
子
は
親
か
ら
技
術
と
資
本
と
を
受
け
継
ぐ

必
要
が
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
か
わ
り
に
、
子
は
技
術

や
知
識
を
公
教
育
の
中
で
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
生
産
の
単
位
と
し
て
は
、
す
で
に
親
と
子
と
の
間
が
切
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
農
家
や
商
家
や
職
人
の
家
は
今
も
あ
る
が
、
そ
の
人
た

ち
で
す
ら
家
族
と
し
て
の
生
産
の
単
位
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
し
、
今
後
ま
す
ま
す
そ
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
再
生
産
の
場
で
あ
る
家
族
の
重
要
性
は
、
い
ま
だ
に
強
く
残
っ
て

い
る
。
次
世
代
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
家
族
以
外
の
ユ
ニ
ッ
ト
を

こ
れ
ま
で
人
類
は
発
明
し
た
こ
と
は
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
キ
ブ
ツ
な
ど
実

験
的
な
試
み
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
人
類
の
場
合
は
子
ど
も
を
家
族
と
い
う

単
位
以
外
で
育
て
て
成
功
し
た
と
い
う
例
は
な
い
。

　

ま
た
、
自
分
自
身
を
再
生
産
す
る
場
と
し
て
の
家
族
の
意
味
は
重
要
で
、

そ
れ
は
多
く
の
人
が
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
各
人
が
家
に
戻
っ

て
き
た
と
き
に
す
る
の
は
、
や
は
り
夕
食
を
食
べ
て
風
呂
に
入
り
、
互
い
に
会

話
を
し
な
が
ら
癒
し
合
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
寝
て
、
次
の
日
を
迎
え
、
再
び
元

気
に
な
っ
て
出
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
の
活
力
の
再
生
産
は
現
在
の

家
族
の
最
も
重
要
な
機
能
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の
一
番
の
特
徴
は
、
自
分
た

ち
の
身
体
を
い
わ
ば
互
い
に
許
し
合
っ
て
重
ね
合
う
よ
う

な
場
と
し
て
、
家
族
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
こ
で
は
、
父
親
が
パ
ン
ツ
一
丁
の
姿
で
娘
の
前
を
歩
き

回
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
な
い
し
、
家
族
全
員
で
一
緒
に

入
浴
し
て
い
た
と
し
て
も
誰
も
と
が
め
る
こ
と
は
な
い
。

　

人
の
身
体
の
使
い
方
は
、
家
族
の
内
と
外
と
で
は
大
き

く
違
う
。
家
の
中
で
す
る
身
体
の
行
為
の
多
く
は
、
外
で

は
あ
ま
り
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
家
の
中
で

人
は
、
大
き
く
口
を
開
け
て
食
べ
た
り
、
笑
っ
た
り
、
横

に
な
っ
て
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、
無
防
備
で
眠
っ
た
り
、
セ
ッ

ク
ス
を
し
た
り
す
る
。
特
に
、
身
体
の
内
側
か
ら
湧
い
て

く
る
感
覚
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
に
伴
っ
た
行
為
と
い
う
の

は
、
外
で
は
そ
の
ま
ま
で
は
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
人
間
だ
か
ら
、
人
前
で
も
お
腹
が
す
け
ば
食
べ
物
を

食
べ
る
が
、
目
の
前
の
も
の
を
勝
手
に
が
つ
が
つ
食
べ
た

り
、
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
排
泄
し
た
り
、
人
目
を
は
ば
か
ら
ず
セ
ッ
ク
ス
を
し

た
り
は
し
な
い
。
他
の
動
物
が
す
る
よ
う
な
こ
と
を
人
が
し
な
い
の
は
、
自

分
た
ち
の
行
動
と
い
う
も
の
を
社
会
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
か
ら
で
、

欲
求
に
基
づ
く
行
動
を
、
も
う
一
度
文
化
的
に
仕
立
て
直
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

社
会
的
関
係
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
分
た
ち
が
つ
く
り
上
げ
た
社
会
的

な
価
値
観
や
文
化
的
な
価
値
観
を
同
時
に
表
現
し
な
が
ら
振
る
舞
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
は
組
み
込
ま
れ
て
な
い
も
の
で
、
生
ま
れ
た
後
に
身
に

つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
会
話
を
す
る
の
は
我
々
が
文
化
的
に
つ
く
り

上
げ
た
行
為
の
典
型
で
、
や
り
方
が
き
ち
ん
と
決
ま
っ
て
い
て
、
あ
る
意
味

で
１
０
０
％
近
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
敬
語
に
つ
い
て
も
、

間
違
え
る
こ
と
な
く
う
ま
く
使
え
れ
ば
、
互
い
に
不
愉
快
な
思
い
を
し
な
く

て
す
む
。
と
こ
ろ
が
、
の
ど
が
渇
く
と
か
、
ご
は
ん
が
食
べ
た
い
と
か
、
ト
イ

レ
に
行
き
た
い
と
か
、眠
く
な
る
と
か
、異
性
と
セ
ッ
ク
ス
が
し
た
い
と
か
の
、

こ
う
い
っ
た
内
側
か
ら
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
る
強
い
感
情
が
わ
き
起
こ
っ

を問う
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て
き
て
行
動
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
我
々
は
な
か
な
か
完
全
に
は
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
き
れ
な
い
。

　

つ
ま
り
、
内
側
か
ら
湧
い
て
く
る
衝
動
に
よ
る
行
為
と
い
う
の
は
、
外
で

は
非
社
会
的
な
ふ
る
ま
い
に
な
り
が
ち
で
、
社
会
的
な
場
面
で
は
我
々
は
な

る
べ
く
そ
れ
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
逆
に
、
人
は
そ
れ
を
自

然
に
発
露
で
き
る
自
由
な
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
環
境
を
求
め
る
が
、
そ
れ
を
可

能
に
す
る
の
が
家
族
と
い
う
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
裸
に
な
っ
て
入
浴
す

る
こ
と
も
で
き
る
し
、
口
を
開
け
て
何
時
間
も
眠
る
こ
と
も
で
き
る
。
非
常

に
無
防
備
で
、
外
で
す
る
と
や
や
恥
ず
か
し
い
行
為
で
も
あ
る
し
、
人
間
の

社
会
的
秩
序
に
反
す
る
危
険
な
行
為
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と

を
互
い
に
許
し
合
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
活
力
の
再
生

産
の
場
と
し
て
の
家
族
の
ひ
と
つ
の
側
面
な
の
で
あ
る
。

　

産
業
文
明
に
入
っ
て
も
、
我
々
は
そ
う
し
た
場
所
を
必
要
と
し
て
き
た
。

一
夫
一
妻
制
で
も
一
夫
多
妻
制
で
あ
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
が
、
互

い
の
身
体
を
許
し
あ
う
こ
と
で
始
ま
る
。
そ
の
ふ
た
り
は
、
社
会
的
な
ふ
る

ま
い
を
す
る
だ
け
の
ふ
た
り
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
こ

に
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
は
、
母
親
の
お
腹
の
中
か
ら
出

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
出
て
き
た
直
後
は
、
自
分
で
は
食

べ
る
こ
と
も
う
ま
く
排
泄
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
い
わ

ば
全
く
非
社
会
的
な
存
在
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
す
べ
て
の

人
間
が
経
て
き
て
い
る
。
人
は
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
家
族
の
中
で
互
い
に
許
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る

の
で
あ
る
。

　

家
族
は
互
い
を
許
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身

の
活
力
を
再
生
産
す
る
場
と
し
て
今
も
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
族
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
良

い
も
の
と
し
て
だ
け
存
在
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
家
族
で
あ
る
こ

と
が
負
担
と
な
る
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
例
も
少
な
く
は
な
い
。

　

か
つ
て
は
、
父
親
が
非
常
に
権
威
を
も
ち
、
妻
は
夫
に
服
従
し
、
子
ど
も
は

使
用
人
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
女
の
子
は
父
親
の
考
え
に
よ
っ
て
結
婚
相
手
を

決
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
家
族
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、

今
で
も
同
じ
よ
う
な
家
族
は
存
在
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
昔
は
、
そ
こ
に
不
満

は
あ
っ
て
も
、
家
族
が
生
産
の
単
位
で
あ
る
こ
と
の
規
制
は
非
常
に
強
く
、

そ
こ
か
ら
は
み
出
て
し
ま
っ
た
ら
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
今
で
は
そ
こ
か
ら
飛
び
出
て
い
く
こ
と
は
、
そ
ん
な
に
困
難
な
こ
と

で
は
な
い
。

　

昔
の
家
制
度
の
よ
う
な
も
の
へ
の
反
発
だ
け
で
は
な
く
、
今
は
い
ろ
い
ろ
な

理
由
か
ら
、
家
族
は
自
分
に
と
っ
て
好
ま
し
い
場
と
は
思
え
な
い
、
だ
か
ら
外

に
出
て
ひ
と
り
で
生
き
て
い
く
と
い
う
人
も
数
多
く
い
る
。
食
事
を
作
っ
た
り

洗
濯
を
し
た
り
は
自
分
で
で
き
る
し
、
今
は
衣
食
住
の
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
が
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
き
る
。
恋
人
が
い
て
も
結
婚
し
な
い
と
い
う
暮
ら
し
も
可

能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
た
と
え
家
族
と
い
う
も
の
の
中
に

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
部
屋
を
ホ
テ
ル
の
よ
う
に

し
て
暮
ら
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
外
見
以
上
に

多
様
な
家
族
の
形
が
現
実
に
は
存
在
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
近
年
に
お
い
て
は
、
我
々
は
家
族
と
で
は
な

く
、
た
だ
ひ
と
り
で
暮
ら
す
と
い
う
暮
ら
し
方
が
で
き
、

そ
し
て
そ
こ
で
自
分
自
身
を
再
生
産
し
、
自
分
の
人
生
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
、

本
当
に
そ
れ
が
持
続
可
能
な
シ
ス
テ
ム
か
ど
う
か
は
、
ま

だ
十
分
に
は
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

元
気
な
30
代
40
代
の
男
性
や
女
性
で
も
、
ひ
と
り
で
の

暮
ら
し
を
続
け
て
い
る
と
き
に
、
人
間
が
生
物
的
に
も
っ

て
い
る
愛
着
の
感
情
の
よ
う
な
も
の
が
、
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
十
分
に
表
現
さ
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
影
響
は

ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と

家
族
の
外
で
も
生
き
て
い
け
る
現
代

を問う
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の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
喪
失
感
や
ス

ト
レ
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
暮
ら
し
ぶ
り
に
現
れ
て
く

る
の
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
予
想
が
つ
か
な
い
。
さ
ら
に
、

た
と
え
自
分
自
身
の
再
生
産
が
ひ
と
り
で
で
き
る
と
し
て

も
、
そ
の
よ
う
な
個
人
と
し
て
の
人
間
た
ち
の
関
係
性
は

ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、

新
た
な
社
会
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち
が
、
今
は
試
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

　　

我
々
は
自
分
が
育
っ
た
よ
う
に
し
か
子
ど
も
を
育
て
ら

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
以
外
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む

こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
か
ら
だ
。
家
族
は
大
き
く
変

化
し
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
も
あ
る
が
、
逆
の
見
方
を
す
る
と
、
む
し
ろ
家

族
は
非
常
に
強
固
な
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

　

我
々
は
一
度
し
か
生
ま
れ
育
た
な
い
。
そ
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
を

自
分
の
中
に
内
在
化
さ
せ
て
い
く
。
良
い
家
族
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
親
子

愛
で
あ
る
と
か
、
自
分
が
見
て
き
た
両
親
の
夫
婦
愛
の
姿
を
全
く
無
意
識
に

受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

家
族
に
関
わ
る
価
値
観
と
い
う
の
は
、
何
千
年
も
か
け
て
つ
く
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
親
子
愛
や
夫
婦
愛
、
子
ど
も
の
間
の
き
ょ
う
だ
い
愛
な
ど
も
そ

う
し
て
で
き
あ
が
っ
て
き
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
我
々
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
に
あ
る

も
の
で
は
な
く
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る
愛
着
や
依
存
の
感
情
な
ど

を
、
あ
る
と
き
は
文
化
的
に
さ
ら
に
強
く
、
い
っ
そ
う
複
雑
な
も
の
へ
と
つ
く

り
上
げ
、
世
代
を
越
え
て
伝
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
演
劇

が
あ
り
、
詩
と
か
和
歌
と
か
小
説
が
あ
り
、
絵
画
が
あ
る
。
芸
術
作
品
で
は
な

く
て
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
日
常
の
言
葉
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
す
べ
て

を
通
じ
て
家
族
愛
と
い
う
価
値
観
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
親
子
愛
や
夫
婦
愛
、
き
ょ
う
だ
い
愛
な
ど
の

価
値
観
は
、
何
千
年
も
か
け
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
我
々
の

社
会
の
財
産
だ
と
言
え
る
。だ
か
ら
、そ
れ
を
振
り
捨
て
て
、

あ
る
新
し
い
価
値
観
を
ゼ
ロ
か
ら
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

の
は
無
意
味
で
あ
る
し
不
可
能
に
近
い
。
我
々
に
で
き
る

こ
と
は
、
す
で
に
自
分
が
受
け
取
っ
た
価
値
観
を
う
ま
く

使
い
回
し
て
い
く
こ
と
に
し
か
な
い
。

　

し
か
し
一
方
で
、
現
実
の
社
会
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い

く
。
初
め
は
徐
々
に
変
わ
り
な
が
ら
、
や
が
て
以
前
の
価
値

観
が
大
転
換
す
る
よ
う
な
こ
と
も
実
は
十
分
に
あ
り
得
る
。

　

そ
の
一
例
が「
忠
義
」と
い
う
価
値
観
で
あ
る
。
浄
瑠
璃

の「
義
経
千
本
桜
」に「
恋
と
忠
義
は
い
ず
れ
が
重
い
」と
い

う
文
句
が
あ
る
。
忠
義
は
恋
と
匹
敵
す
る
よ
う
な
強
い
感

情
で
あ
っ
た
。
そ
の
忠
義
と
い
う
の
は
、
何
千
年
も
か
け

て
つ
く
ら
れ
て
き
た
価
値
観
だ
が
、
そ
れ
が
現
代
の
社
会

で
は
そ
の
存
在
の
意
味
を
失
っ
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
会
社
に
対
す
る
忠

誠
心
と
か
、
上
司
や
上
官
へ
の
心
酔
、
あ
る
い
は
チ
ー
ム
の
監
督
へ
の
信
頼
と

か
、
今
の
社
会
に
も
形
を
変
え
て
部
分
的
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か

つ
て
の
身
分
制
の
中
の
忠
義
は
、
こ
の
２
０
０
年
ほ
ど
で
驚
く
ほ
ど
の
勢
い

で
薄
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
現
代
に
生
き
る
我
々
は
、
身
分
制
社
会
は
個
人
の

自
由
を
縛
る
も
の
だ
と
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
付
随
し
て
い
た
忠
義
と
い
う

価
値
観
に
対
し
て
は
、
全
く
重
き
を
お
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

家
族
の
親
子
愛
で
も
、
親
が
あ
る
意
味
で
子
を
縛
り
、
子
が
親
に
縛
ら
れ
る

関
係
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
社
会
状
況
が
変
わ
り
、
そ
う
し
た
束
縛
へ

の
批
判
が
高
ま
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
親
子
愛
が
薄
れ
て
い
く
こ
と
と
忠

義
心
が
薄
れ
た
こ
と
と
は
、
お
そ
ら
く
パ
ラ
レ
ル
な
現
象
に
な
る
だ
ろ
う
。
親

子
愛
、
夫
婦
愛
、
き
ょ
う
だ
い
愛
は
、
確
か
に
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

そ
れ
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
が
、
そ
の
元
と
な
っ
て

い
る
関
係
性
が
、
た
と
え
ば
そ
の
生
産
の
機
能
が
失
わ
れ
た
よ
う
に
崩
れ
て
い

け
ば
、
そ
の
崩
れ
方
は
、
あ
る
時
に
は
急
速
に
加
速
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

家
族
を
め
ぐ
る
価
値
観
と
そ
の
変
容

を問う

家
族

つながりの原点
特集
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家
族
と
い
う
も
の
が
こ
れ
ま
で
強
固
に
残
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
価
値

観
を
我
々
が
生
ま
れ
育
つ
過
程
で
身
体
の
中
に
受
け
取
っ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。一
方
、自
分
の
身
体
と
の
距
離
が
あ
る
も
の
は
取
り
替
え
が
可
能
で
あ
る
。

だ
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
も
携
帯
電
話
で
も
、
道
具
や
機
械
は
最
新
の
も
の

に
い
く
ら
で
も
替
え
ら
れ
る
。
し
か
し
家
族
と
い
う
も
の
は
我
々
の
身
体
に

近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
成
長
と
と
も
に
自
分
の
も
の
に
し
て
き
た
、
自
分

の
身
体
と
関
わ
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
な
か
な
か
総
取
り

替
え
は
で
き
な
い
。
し
か
し
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
長
い
目
で
見
た

結
果
と
し
て
、
大
き
く
変
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
う
る
。
そ
の

変
転
は
予
測
で
き
な
い
。

　

現
在
の
家
族
で
は
、
子
育
て
を
し
た
あ
と
の
人
生
の
方
が
長
い
。
し
か
も
子

ど
も
た
ち
は
あ
て
に
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
晩
年
を
ど

う
暮
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
く
る
。

　

上
野
千
鶴
子
さ
ん
は
、「
お
ひ
と
り
さ
ま
の
老
後
」を
考

え
る
べ
き
だ
と
言
う
（※

１
）
。
夫
婦
だ
っ
て
結
局
は
、
ど
ち
ら

か
が
先
に
死
ん
だ
ら
ひ
と
り
だ
と
。
結
婚
す
る
こ
と
や
子

ど
も
を
産
む
こ
と
は
老
後
の
保
証
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
ひ
と
り
で
ど
う
生
き
る
か
を
早
く
か
ら
準
備
し
て
お

く
べ
き
だ
と
言
う
。
で
も
、
そ
れ
は
言
い
方
が
逆
転
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
夫
婦
で
あ
る
間
は
、
片
方
が
死

ぬ
ま
で
は
、
長
い
間
ふ
た
り
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

子
は
思
っ
た
ほ
ど
助
け
に
な
ら
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
方
は
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
死
ぬ
よ
り
は
早
く
現
実

化
す
る
。
で
も
そ
れ
は
、
家
族
像
の
変
化
の
ゆ
れ
幅
の
中

の
こ
と
で
、
す
べ
て
の
場
合
に
親
子
が
離
れ
て
し
ま
う
も

の
で
も
な
い
。
か
つ
て
は
み
ん
な
大
家
族
で
親
も
子
も
孫

も
一
緒
に
住
ん
で
い
た
が
、
今
は
子
ど
も
が
巣
立
っ
た
ら
、
親
の
こ
と
な
ど

一
切
顧
み
な
い
と
い
う
の
は
、
少
し
振
れ
て
い
る
現
実
を
さ
ら
に
極
端
に
解

釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
人
の
家
族
の
場
合
、
早
い
段
階
で
子
が
独
立
す
る
。
そ
の
個
人
主

義
の
起
源
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
こ
う
言
う
（※

２
）。
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
産
業
革
命
の
随
分
前
か
ら
、
子
ど
も
は
成
長
す
る
と
別
の
家
に
行
っ

て
働
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
の
家
に
は
別
の
と
こ
ろ
の
子
が
来
て
働
く
。

こ
う
し
て
、
子
ど
も
は
必
ず
家
を
出
る
。
こ
う
し
た
価
値
観
は
、
今
の
イ
ギ
リ

ス
社
会
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
学
生
は
大
学
に
来
る
と
親
か

ら
離
れ
る
。
親
か
ら
離
れ
て
自
由
に
な
り
た
い
の
だ
。
家
が
ど
ん
な
に
金
持
ち

で
も
、
国
が
授
業
料
を
払
っ
て
く
れ
る
し
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
稼
ぎ
、
わ
ず

か
な
額
も
倹
約
し
て
生
活
す
る
。
親
の
方
も
、
子
が
巣
立
っ
て
い
く
際
に
は
、

自
分
の
仕
事
を
ひ
と
つ
終
え
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

子
ど
も
た
ち
が
40
歳
く
ら
い
に
な
っ
て
、
親
が
引
退
す
る
頃
に
な
る
と
、
今
度

は
子
ど
も
た
ち
が
親
の
こ
と
を
心
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
緒
に
住
む
と
い
う

こ
と
は
な
く
て
も
、
き
ょ
う
だ
い
た
ち
が
い
つ
も
連
絡
を
取

り
合
っ
て
、
親
が
ど
う
や
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
か
を
見
守
っ

て
い
る
。
親
の
誕
生
日
や
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
全
員
顔
を
揃
え

る
。
そ
う
い
う
家
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
愛
情
を
示
し

合
う
と
い
う
価
値
観
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
、
家
庭
内
で
の
親
子
愛
が
強
い
一
方
で
、
離
れ

た
関
係
で
の
親
子
間
の
価
値
観
が
確
か
な
も
の
と
し
て
は

な
い
。
今
は
、
現
実
が
ゆ
れ
な
が
ら
変
化
し
て
い
る
。
田
舎

で
ひ
と
り
暮
ら
し
を
し
て
い
た
り
、
老
人
ホ
ー
ム
に
入
っ

た
り
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
世
話
に
は
な
ら
な
い
、
迷
惑
は

か
け
た
く
な
い
、
と
言
う
親
に
対
し
て
、
む
し
ろ
子
ど
も
の

方
が
と
ま
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
老
人
ホ
ー
ム

は
独
房
で
は
な
い
し
、
い
く
ら
で
も
訪
ね
て
い
け
る
。
困
惑

の
理
由
は
、
親
が
自
分
の
親
に
そ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

子
ど
も
が
見
て
き
て
い
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
、

家
族
の
変
化
は
ゆ
ら
ぎ
の
中
に
あ
る

を問う
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船
曳　
建
夫
（
ふ
な
び
き
・
た
け
お
）

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
。
１
９
４
８
年
東
京
生
ま
れ
。
東
京
大

学
教
養
学
部
教
養
学
科
卒
業
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
大
学
院
社
会
人
類
学
博
士
課

程
修
了（
P
h
·
D
）。
専
門
は
文
化
人
類
学
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
メ
ラ
ネ
シ

ア（
バ
ヌ
ア
ツ
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
）、
ポ
リ
ネ
シ
ア（
ハ
ワ
イ
、
タ
ヒ
チ
）、

日
本（
山
形
県
）、
東
ア
ジ
ア（
中
国
、
韓
国
）で
行
な
う
。
関
心
は
、
身
体
に
お
け

る
自
然
性
と
文
化
性
、
儀
礼
と
演
劇
の
表
現
と
仕
組
み
、
近
代
化
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
。著
書
は
、『「
日
本
人
論
」再
考
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、『
右
で
あ
れ
左
で
あ
れ
、

わ
が
祖
国
日
本
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）ほ
か
多
数
。

CEL

そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
い
ろ
い
ろ
な
関
係
性
を
模
索
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う

の
が
現
状
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
の
内
側
か
ら
湧
い
て
く
る
生
物
学
的
な
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ン
は
、
完
全
に
文
化
化
、
社
会
化
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
、
あ
る
意
味
で

危
険
で
恥
ず
か
し
い
こ
と
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
人
間
関
係
、
そ
の

中
に
快
さ
を
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
家
族
の
つ
な
が
り
の
意
味
が
あ
る
。
そ

れ
は
我
々
の
元
か
ら
あ
る
生
物
的
な
こ
と
と
関
わ
っ
て
く
る
。
身
体
的
な
接

触
や
会
話
も
そ
う
で
、人
間
的
な
接
触
が
気
持
ち
を
安
心
さ
せ
る
。森
の
中
で
、

単
独
で
暮
ら
せ
る
動
物
も
い
る
が
、
お
そ
ら
く
我
々
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

人
間
に
と
っ
て
、
他
人
と
の
つ
な
が
り
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
い
う
の
は
、

人
間
が
受
け
手
が
い
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
言
葉
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
も
理
解
で
き
る
。
我
々
は
始
終
、
人
間
的
な
言
葉
の
や
り
と
り
を
し
て

い
る
が
、
そ
れ
も
む
し
ろ
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。「
い
い
天
気
だ
ね
」「
い
い

天
気
で
す
ね
」。こ
う
し
た
や
り
と
り
は
、サ
ル
が
ノ
ミ
を
取
り
合
う
の
と
同
じ
。

笑
顔
の
挨
拶
や
会
話
を
通
し
た
交
流
は
小
さ
な
再
生
産
で
も
あ
る
。
人
間
が
条

件
と
し
て
持
っ
て
い
る
弱
さ
の
よ
う
な
も
の
を
互
い
に
無
条
件
で
認
め
あ
え

る
相
手
と
暮
ら
す
こ
と
の
安
心
感
は
大
き
い
。
最
後
は
、
誰
だ
っ
て
動
け
な
く

な
っ
て
死
ぬ
。
人
間
は
そ
う
い
う
完
全
な
弱
み
を
内
在
的
に
も
っ
て
い
る
。

　

今
後
、
そ
う
し
た
関
係
性
を
担
っ
て
い
く
の
は
、
引
き
続
き
夫
婦
や
親
子

で
住
む
家
な
の
か
、
友
人
同
士
の
暮
ら
し
な
の
か
、
あ
る
い
は
高
齢
者
た
ち

や
多
世
代
居
住
の
集
合
住
宅
な
の
か
。
そ
の
形
は
分
か
ら
な
い
。
近
隣
の
人

と
の
良
好
な
関
係
と
と
も
に
、
遠
く
離
れ
た
親
子
の
関
係
も
必
要
で
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
つ
な
が
り
の
形
も
。
そ
の
つ
な
が
り
は
、
農
業

文
明
の
中
で
は
家
族
に
集
約
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

我
々
は
、
家
族
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
何
千
年
も
や
っ
て
き
た

が
、
そ
れ
が
生
産
単
位
で
な
く
な
り
、
人
が
自
由
に
動
き
始
め
て
、
外
見
的
に

は
家
族
は
早
く
か
ら
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
で
も
、

家
族
は
我
々
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
生
き
る
糧
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
は
、
家
族
の
中
で
集
約
し
て
い
た
も
の
を
、
い
ろ
い
ろ
な
つ
な
が
り

で
分
散
し
て
も
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
に
核
と
な
る
よ
う
な
、
つ
な
が
り
の

場
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
家

族
と
い
う
も
の
が
変
わ
る
の
だ
と
い
う
サ
イ
ン
は
も
う
示
さ
れ
て
い
る
。
我
々

は
、
す
で
に
人
類
史
的
な
変
化
に
お
け
る
長
い
長
い
過
渡
期
に
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
自
分
の
中
に
大
切
な
も
の
と
し
て
価
値
付
け
さ
れ
て
い
る
家
族

と
い
う
も
の
を
進
ん
で
捨
て
さ
る
必
要
は
な
い
。
我
々
は
こ
れ
ま
で
積
み
上

げ
て
き
た
家
族
に
関
わ
る
価
値
や
意
味
を
、
選
択
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
抱
え

て
未
来
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
し
か
な
い
。
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