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第

一
部

に
お
い
て
社
会
人
類
学
に
負
わ
さ
れ
た
課
題
は
、
東
ア
ジ
ア
の
四
つ
の
民
俗
社
会
t

日
本
本
土

.
琉
球
列
島

.
韓
国

.
中
国

(漢
民
族
)
1

の
基
本
的
性
格
に
関
し
て
、
そ
の
普
遍
性
と
個
別
性
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
普
遍
性
に
つ
い
て
は
、
第

一
に
こ
の
四
つ
の
社
会
が
い
ず
れ
も
農
民
を
そ
の
構
成
主
体
に
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
同
じ
く

四
つ
の
社
会
が
い
ず
れ
も
中
国
文
明
、
と
り
わ
け
儒
教
的
規
範

の
影
響
を
、
多
少

に
か
か
わ
ら
ず
族
制
の
う
え
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
、

以
上
の
二
点
が
共
通
の
特
性
と
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
。
第

一
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
問
題
は
第
二
の
点
、

つ
ま
り
個
々
の
民
俗
社
会

が
中
国
文
明
を
摂
取
す
る
過
程
で
、
ど
の
要
素
を
選
択
し
、
ど
の
要
素
を
選
択
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
必
然
的
に

次
の
個
別
性
の
問
題
に
つ
な
が

っ
て
こ
よ
う
。

そ

こ
で
個
別
性
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第

一
に
、
各
民
俗
社
会
が
中
国
的
要
素
を
受
け
入
れ
る
以
前
に
営

ん
で
い
た
-

同

時
に
ま
た
中
国
的
要
素
の

「
受
け
皿
」
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
1

固
有

の
社
会
組
織
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ

っ
た

の
か
、
第
二
に
、

中
国
的
要
素
を
受
容
し
た
後
に
再
編
成
さ
れ
た
各
社
会
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
に
変
貌
を
と
げ
た
の
か
、
以
上
の
二
点
が
、
お
そ
ら
く
議

論
の
焦
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
接
近
す
る
に
際
し
て
は
、
社
会
人
類
学
の
現
在
学
的
手
法
に
よ
る
分
析
結
果
を
歴
史
科
学
の
援

け
を
借
り
て
、
史
実
と
し
て
裏
づ
け
て
い
く
手
順
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
以
下
の
各
セ

ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

社
会
人
類
学
の
立
場
か
ら
提
起
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
や
仮
説
に
対
し
て
、
歴
史
学
の
観
点
か
ら
忌
揮
の
な
い
批
判
や
意
見
が
開
陳
さ

れ
る
は
ず
で
あ
り
、
文
字
ど
お
り
、
学
際
的
ア
ブ

μ
ー
チ
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
自
負
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
に
入
る
に
先
立

っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
東

ア
ジ
ア
民
俗
社
会
の
既
往
の
研
究
動
向
を
学
史
的
に

一
瞥

し
て
お
く
こ
と
も
、
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こ
の
際
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
ご
く
概
括
的
に
見
れ
ば
、

一
時
代
前

の
こ
の
分
野
の
研
究
は
、
主
と
し
て
農
村
社
会
学
者
の
手
で
進
め
ら

れ

て
い
た
が
、
そ
の

一
方
で
は

一
部
の
法
制
史
家
や
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
の
問
で
、
も

っ
ぱ
ら
文
献

に
依
拠
し
た
中
国
の
族
制
研
究
が
、
そ
れ

な
り
の
実
績
を
挙
げ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
当
時
の

一
般
的
傾
向
と
し
て
、
各
民
俗
社
会
の
研
究
が
、
そ
れ
ぞ

れ
個

々
別

々
に
行
な

わ
れ
、
相
互
の
比
較
や
対
比
が
さ
ほ
ど
活
発
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
点
に
、
あ
る
種
の
限
界
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。

と
こ
ろ
が

一
九
五
〇
i
六
〇
年
代
を
境
に
し
て
、
状
況
は
大
き
く
変
わ

っ
た
。
す
な
わ
ち
第

一
は
、
こ
の
頃
か
ら
本
格
的
な
社
会
人
類

学

の
ト
レ
ー

ニ
ソ
グ
を
受
け
た
若
手
の
研
究
者
た
ち
が
、
ま
ず
琉
球
民
俗
社
会
に
目
を
向
け
、
そ
の
新
鮮
な
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
日

本
本
土
の
伝
統
的
な
社
会
組
織
を
新
た
な
視
角
か
ら
見
な
お
す
と
い
う
動
き
が
、
俄
然
活
発
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
段
階

と

し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
の
多
く
は
、
積
極
的
に
海
外
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
求
め
、
台
湾

・
香
港

・
韓
国
か
ら
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア

方
面
に
ま
で
視
野
を
拡
大
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
研
究
動
向
は
、
従
来
や
や
も
す
る
と
陥
り
が
ち
だ

っ
た
局
地
主
義
的
偏

向
や
独
断
を
大
幅

に
超
克
す
る
契
機
を
与
え
た
ば
か
り
で
な
く
、

一
個
の
研
究
者
が
複
数
の
民
俗
社
会
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

各
社
会
の
特
性
を
、
よ
り
い
っ
そ
う
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
二
重
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

っ
た
。

今
回
の
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
点
に
留
意
し
て
参
加
者
の
招
請
を
行
な

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
第

一
部
に
お
い
て
報
告
お
よ
び
討
論
を
行
な

っ
た
社
会
人
類
学
者
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
が
、
日
本
本
土
以
外
に
フ
ィ
ー
ル

ド
経
験
を
も

つ
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
り
、
以
下
の
各
セ
ッ
シ
ョ
ソ
で
は
、
四
つ
の
社
会
を
縦
横
に
ク
ロ
ス

・
オ
ー
バ
ー
し
た
、
核
心
に
迫

る
議
論
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
知
見
は
、
今
後
こ
の
分
野
の
研
究
に
重
要
な
指
針
を
与

え
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

で
は
こ
れ
か
ら
、
家
族

・
親
族

・
村
落
を
中
心
と
し
て
、
東

ア
ジ
ア
の
民
俗
社
会
を
本
格
的
に
討
議
す
る
に
あ
た
り
、
ポ
イ
ソ
ト
と
な

る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
論
点
を
整
理
し
、
導
論
に
代
え
よ
う
。

東
ア
ジ
ア
の
四
つ
の
民
俗
社
会

に
お
い
て
、

一
応

「
伝
統
的
家
族
」
と
み
な
し
得
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
イ

エ
」
(日
本
本
土
)、
「
ヤ

ー
」
(沖
縄
)、
「
チ
ッ
プ
」
(韓
国
)、
「
チ
ャ
ー
」
(漢
民
族
)
な
ど
の
民
俗
語
彙
で
指
示
さ
れ
る
が
、
「家
族
」
を
比
較
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ

is
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れ

の
構
成
原
理
と
機
能
と
を
ま
ず
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
ま
ず

い
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
四
社
会
の
家
族
が
観
念
的
に
は

一

系

性
、
と
く
に
父
系
性
を
志
向
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際

の
集
団
編
成

の
局
面

で
は
、
父
系
出
自

(な
い

し
は
父
系
血
縁
)
の
方
式
を
貫
徹
す
る
社
会
と
、
そ
れ
を
流
動
的
に
運
用
す
る
社
会
と
が
識
別
さ
れ
る
。
父
系
出
自
の
規
制
と
並
行
し
て
重

ご
ノ

要

な
指
標
に
な
る
の
は
、
同
世
代
の
家
族
成
員

の
地
位
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
兄
弟
間

の
序
列
化
な
い
じ
は
兄
弟
間
の
結
合
と
分
離
の
問
題

で
あ

る
。
父
系
出
自
お
よ
び
兄
弟
間
の
地
位
を
め
ぐ
る
各
社
会
の
性
格
は
家
族
集
団

の
後
継
者
獲
得

の
方
法
を
比
較

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
異
同
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
家
族
は
父
-
長
男
を
継
承
ラ
イ
ソ
と
し
て
優
先
し
な
が
ら
も
、
婿
養
子
、
両

貰

い
養
子
を
も
許
容
す
る
点
で
、
時
に
は
父
系
血
縁
だ
け
で
な
く
、
血
縁
関
係
そ
の
も
の
さ
え
も
顧
慮
し
な
い
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
も
と
に

成

り
立

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
中
国
と
韓
国
で
は
、
異
姓
不
養
の
観
念

に
も
と
づ
き
、
家
族
集
団
を
あ
く
ま
で
も
父
系
血
縁
で
存

続
さ
せ
る
こ
と
を
希

求

し
て
お
り
、
沖
縄
本
島
の
南
部
で
も
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
家
族
の
構
成
原
理
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
血
縁
観
の
違
い
は
家
族

集
団
の
機
能
の
局
面
に
も
顕
在
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
産
の
相
続
な
い
し
分
与

に
お
け

る
、・
長

(男
)
子
相
続
、
兄
弟
不
均
等
相

続

、
均
分
相
続
や
祖
先
の
祭
祀
権
の
継
承
な
ど
の
機
能
的
側
面
に
お
い
て
も
、
四
社
会
は
か
な
り
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
多
様

性

は
、
団
体
的
集
団

(8
憎客
翼
O
σq3
ξ
)
と
し
て
の
家
族
の
構
造
上
の
差
異
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。

次

に
、
親
族
組
識
の
比
較
研
究

に
お
け
る
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
右
の
団
体
的
集
団
と
い
う
概
念
は
、
社
会
人
類
学
で
は
第

一
義
的
に
は
、
生
産
手
段

(土
地
、
物
的
財
)
を
共
有
す
る
出
自
集
団
を
意
味
す
る
。
ま
た
時
と
し
て
祖
先
や
宗
教
的
対
象
物

(廟
、
墓
地
、

小
祀
な
ど
)
お
よ
び
そ
の
祭
祀
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
排
他
的
な
出
自
集
団
を
指
す
の
に
も
援
用
さ
れ
る
。
し
た

が

っ
て
団
体
的
集
団

を
構
成
す
る
出
自
集
団
の
統
合
の
レ
ベ
ル
は
、
個
々
の
民
俗
社
会
に
よ

っ
て
、
ク
ラ
ソ

(。§
)
、
あ
る
い
は
リ

ニ
ー
ジ

(ぎ
窪
鳴
)、
も
し

く

は
家
族
と
い
う
よ
う
に
、
種

々
様

々
で
あ
る
。
こ
の
団
体
的
出
自
集
団
の
規
模
を
指
標
と
し
て
、
四
つ
の
民
俗
社
会
に
つ
い
て
親
族
集

団

の
編
成
の
様
態
を
比
較
す
る
と
、
日
本
の
イ

エ
は
も

っ
と
も
サ
イ
ズ
の
小
さ
い
単
位
集
団
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
自

律
性
が
高
い
こ
と
を

特
徴
と
し
て
い
る
。
イ

エ
は
各
世
代
に
お
い
て

一
子
残
留
の
方
式
を
と
る
た
め
、
二
、
三
男
お
よ
び
娘
は
他
出
な
い
し
婚
出
し
、
同
時
に
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彼

ら
の
生
家
に
対
す
る
成
員
権
は
放
棄
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
か
ら
の
排
出
者
と
生
家
の
祖
先
と
の
系
譜
関
係
も
漸
時
消
滅
し
て
い
く

の
が
普
通
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
よ
う
な
系
譜
観
念

の
も
と
で
は
、
祖
先
を
共
同
で
祭
祀
す
る
親
族
集
団

(出
自
集
団
)
は
、
そ

の
成
立
基
盤
を
も

っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
奉
公
人
な
ど
の
非
血
縁
者
を
構
成
員
と
な
し
得
る
日
本
の

「
同
族
」
は
、
そ
の
成
員
権

の
獲
得
方
法
に
お
い

て
、
個
人
の
出
自
が
必
ず
し
も
資
格
認
定
の
基
準
に
な

っ
て
お
ら
ず
、
厳
密
な
意
味
で
は

「
出
自
集
団
」
の
構
造
を
備
え
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。

他
方
、
中
国
の
宗
族
や
韓
国
の
門
中
は
、
姓
を
同
じ
く
し
、
族
譜
や
墓
地
、
祖
廟
、
さ
ら
に
は
財

(族
産
)
を
も
共
有
す
る
父
系
血
縁

者

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
出
自
集
団
は
、
同
姓
不
婚
の
規
範
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
族
外
婚
の

単
位
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
沖
縄
に
お
い
て
も
、
外
婚
規
制
こ
そ
伴
わ
な
い
が
、
墓
地
な
い
し
家
譜
を
共
有
す
る
父
系
出
自
集
団
、

す
な
わ
ち

「
門
中
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
結
局
、
日
本
本
土
の
伝
統
的
家
族
に
は
、
イ
エ
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
よ

り
大
規
模
な

(父
系
)
出
自
集
団

へ
と
発
展
す
る
素
地
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
と
お
り
、
祖
先
と
の
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
希
求
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
四
社
会
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
も
の

の
、
父
系
血
縁
の
原
理
を
親
族
集
団
や
系
譜

の
編
成
、
あ
る
い
は
族
籍
認
定
の
基
礎
に
お
か
な
い
日
本
本
土
と
、
父
系
血
縁
の
原
理
に
も

と
つ
い
て
世
代
深
度
の
深
い
出
自
集
団
を
形
成
す
る
中
国
漢
人
社
会
、
韓
国
、
沖
縄
と
の
間
に
は
、
親
族
組
織
に
関

し
て
も
大
き
な
乖
離

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
乖
離
は
、
日
本
本
土
と
他

の
三
社
会
と
の
対
比
だ
け
で
は
な
く
、
三
社
会
相
互
の
間

で
も
、
族
制
の
さ
ま

ざ

ま
の
側
面
に
顕
在
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
シ
ソ
ポ
ジ
ゥ
ム
に
お
い
て
は
、
東
ア
ジ

ア
の
四
つ
の
民
俗
社

会

に
お
け
る
家
族

・
親
族
の
構
成
原
理
と
機
能
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
最
重
要
課
題
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
村
落
に
つ
い
て

一
言
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
村
落

の
統
合
様
式

の
比
較
が
ポ
イ
ソ
ト
に
な
ろ
う
。
そ
の
さ
い
に

具
体
的
指
標
と
な
る
の
は
、
政
治
社
会
的
局
面
に
お
け
る
階
層
性
、
経
済
面

で

の
共
有
財
産

(入
会
地
、
水
資
源
な
ど
)
、
そ
し
て
村
落
の

統
合
を
志
向
す
る
各
種
の
象
徴

(神
社
、
聖
域
、
廟
、
お
よ
び
そ
の
祭
祀
組
織
)
な
ど
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
日
本
本
土
に
お
け
る
同
族
制
村
落
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と
講
組
的
村
落

の
よ
う
な
村
落
の
類
型
化
が
、
他
の
三
地
域
に
お
い
て
も
成
り
立

つ
か
ど
う
か
も
検
討
に
値
し
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
右
の
よ
う
な
村
落

の
組
織
形
態
は
、
家
族

・
親
族
の
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
各
時
代
の
政
治
的
権
力

の
介
入
に
左
右
さ

れ
や
す
い
の
で
、
そ
の
性
格
の
分
析
に
は
歴
史
学
的
検
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
は
予
備
的
な
問
題
提
起
に
と
ど
ま

っ
た
が
、

生
態
学
的
視
点
か
ら
、
海
村

・
山
村
と

一
般
農
業
村
落
と
の
関
わ
り
あ
い
の
考
察
も
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。
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