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わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
集
団
に
つ
い
て
よ
く
見
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
共
有
し
て
い
る

生
活
様
式
の
す
べ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
ら
た
め
て
と
り
た
て
る
と
と
も
な
い
ほ
ど
身
近
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
い

っ
た
ん
わ
れ
わ
れ
が
、
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
な
い
存
在
、
す
な
わ
ち
「
彼
ら
」
な
る
も
の
に
出
合
う
と
き
、
そ
こ
に
瞬
間
的
な
「
比
較
」
が

、
、

行
な
わ
れ
る
。
そ
シ
」
で
わ
れ
わ
れ
の
た
だ
ち
に
み
と
る
も
の
は
、
ふ
つ
う
、
わ
れ
わ
れ
と
共
通
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
数
々
の
相
異

筋
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
新
奇
な
も
の
で
あ
り
、
違
和
感
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
、

Ｉ
人
類
学
の
前
提

人
類
学
と
し
て
の
服
装
文
化
研
究

物
質
文
化
論
の
方
向小

西
正
捷
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“
し
ご
く
好
奇
心
に
富
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
異
な
っ
た
人
び
と
の
集
団
に
対
し
て
の
旺
盛
な
好
奇
心
を
隠
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
な
い
。

、
、

こ
の
わ
れ
わ
れ
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
、
彼
ら
を
「
彼
ら
」
と
す
る
○
も
の
が
文
化
で
あ
っ
た
□
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
．
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
集
団
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
に
、
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
身
近
か
な
生
活
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
一
定
地
域
に
お

い
て
歴
史
的
・
後
天
的
に
形
成
さ
れ
、
特
定
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
共
有
・
継
承
さ
れ
る
べ
き
、
も
の
」
（
Ｃ
・
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
）
で

あ
る
。
こ
こ
に
「
被
ら
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
を
分
け
る
盲
・
他
の
意
識
が
生
震
れ
、
人
は
と
と
さ
ら
に
そ
の
相
異
Ｉ
目
・
他
に
籍
け
る

独
自
性
を
強
調
し
て
、
自
ら
と
異
な
っ
た
人
び
と
に
対
す
る
好
奇
心
を
か
り
た
て
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
独
自
性
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

、
、
、

く
各
文
化
に
お
け
る
特
異
性
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
が
あ
た
り
ま
え

で
、
そ
れ
と
異
な
っ
た
人
び
と
の
「
独
自
性
」
は
、
え
て
し
て
奇
妙
な
も
の
と
し
か
う
つ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
し
ば
し

ば
優
劣
と
い
う
縦
の
関
係
に
置
か
れ
が
ち
と
な
っ
た
。
こ
の
性
向
は
ギ
リ
シ
ア
Ⅱ
ロ
ー
マ
よ
り
も
は
る
か
以
前
か
ら
み
ら
れ
る
が
、
と
く

に
十
六
世
紀
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「
大
航
海
時
代
」
の
展
開
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
聞
き
し
た
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
人
び
と
の
生

活
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
に
お
よ
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
を
「
人
間
」
と
み
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

議
論
を
大
ま
じ
め
に
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
人
類
学
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
を
も
「
彼
ら
」
と
し
、
優
劣
そ
の
他
の
価
値
観
を
脱
し
て
、
各
文
化
に
お
け
る
、
い
わ

ゆ
る
「
価
値
の
相
対
化
」
（
石
田
英
一
郎
）
を
成
就
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
科
学
的
な
歩
み
を
と
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
が
、
「
異
文
化

間
の
比
較
検
討
」
と
い
う
作
業
を
広
義
の
人
類
学
の
萠
芽
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
ま
さ
に
こ
の
「
大
航
海
時
代
」
に
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
皮
肉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
価
値
の
相
対
化
」
こ
そ
が
、
広
く
人
類
を
総
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
人

類
学
の
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
学
的
前
提
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
、
人
類
学
は
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
の
み
な

Hosei University Repository



6７ 

し
か
し
や
そ
れ
が
明
確
に
さ
れ
る
ま
で
に
は
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
。
大
航
海
時
代
の
新
し
い
見
聞
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
さ
め
て
、

よ
り
客
観
的
に
そ
の
あ
る
が
ま
ま
を
記
述
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
比
較
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
人
類
学
が
そ
の
基
礎
を
か
た
め
た

の
は
、
十
九
世
紀
も
後
半
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
し
か
も
一
般
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
、
か
の
単
純
な
「
奇
異
の
眼
」
を
現

在
す
て
き
れ
て
い
る
と
は
到
底
い
い
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
意
識
の
奥
で
は
、
い
ま
だ
に
「
よ
そ
者
即
奇
妙
な
存
在
」
と
い

う
図
式
が
深
い
根
を
は
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
、
の
〔
日
眉
の
７
ｍ
：
ロ
鴇
》
畔
『
自
用
７
酔
『
目
碩
①

な
ど
の
語
に
も
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
く
に
異
文
化
と
出
合
っ
た
と
き
に
、
た
だ
ち
に
そ
こ
に
意
識
さ
れ
る
異
質
性
・
特
異

性
ば
、
蕊
あ
る
文
化
要
素
の
中
で
も
、
外
面
的
（
…
・
鐸
Ｉ
も
し
く
ぼ
㎡
昼
。
》
）
な
表
徴
を
と
る
部
分
ｌ
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ

る
「
物
質
文
化
」
と
よ
ば
れ
る
部
分
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

初
期
の
人
類
学
研
究
に
お
い
て
は
、
と
く
に
各
氏
族
の
文
化
を
で
き
る
か
ぎ
り
網
羅
的
に
記
述
す
べ
き
「
民
族
誌
」
に
お
い
て
、
「
物

質
文
化
」
の
範
蠕
に
ふ
く
み
う
る
文
化
要
素
の
項
目
が
、
そ
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
初
期
の

段
階
に
あ
っ
て
は
、
「
民
族
誌
」
の
昏
口
Ｃ
輿
：
ど
の
語
自
体
が
、
今
日
で
い
う
、
自
然
人
類
学
に
対
す
る
文
化
人
類
学
そ
の
も
の
を
意
味

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
類
学
研
究
の
長
い
歴
史
を
も
つ
大
英
帝
国
Ⅱ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
王
立
人
類
学
協
会
は
、
人
類
学
的
調
査
・

ノ
ー
ヅ
ク
イ
ア
リ
ー
ズ
Ⅲ

研
究
の
手
引
き
と
し
て
、
一
八
四
一
二
年
以
来
『
人
類
学
の
覚
書
と
質
疑
』
を
刊
行
し
て
き
た
が
、
同
書
の
第
三
版
（
一
八
九
九
年
）
に

ら
ず
、
あ
る
意
砕

い
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅱ
「
物
質
文
化
」
論
の
展
開

あ
る
意
味
で
こ
の
前
提
こ
そ
が
、
人
類
学
研
究
の
萠
芽
期
を
ふ
く
め
て
、
こ
の
学
的
分
野
の
到
達
し
た
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
と
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閉
い
た
る
ま
で
、
同
書
は
「
人
類
誌
」
と
「
民
族
誌
」
の
二
部
だ
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
上
の
事
情
は
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

同
書
は
版
を
重
ね
て
、
や
が
て
一
九
五
一
年
に
第
六
版
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
版
を
重
ね
る
ご
と
に
大
巾
に
改
訂
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
改
訂
内
容
を
た
ど
る
と
、
そ
こ
に
は
時
代
の
変
化
に
と
も
な
う
人
類
学
の
学
説
史
的
変
遷
が
影
を
お
と
し
て
い
る
の
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
い
う
「
物
質
文
化
」
の
関
連
項
目
に
焦
点
を
あ
て
て
、
各
改
版
を
簡
単
に
追
っ
て
み
た
い
。

今
日
「
物
質
文
化
」
の
範
畷
に
ふ
く
ま
れ
る
、
食
物
関
係
（
た
と
え
ば
そ
の
獲
得
、
保
存
、
調
理
な
ど
）
の
諸
道
具
や
技
術
、
ま
た
住

居
や
衣
服
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸
な
ど
は
、
さ
ら
に
細
か
く
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
文
化
要
素
と
し
て
、
「
民
族
誌
」
の
名
の
も
と

に
項
目
別
に
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
第
一
’
三
版
（
一
八
四
一
一
一
’
一
八
九
九
年
）
の
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
四
版
（
’
九
一
一
一
年
）

に
な
る
と
、
関
連
項
目
は
「
技
術
」
と
い
う
大
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
、
文
化
を
綜
合
的
に
と
ら

え
る
さ
い
の
四
本
の
柱
の
一
つ
で
あ
笏
「
技
術
の
文
化
」
と
い
う
概
念
の
、
｜
つ
の
萌
芽
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
次
い
で
第
五
版
（

’
九
二
九
年
）
と
な
る
と
、
は
じ
め
て
「
物
質
文
化
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
．
日
員
の
凰
巳
Ｄ
Ｐ
］
日
円
．
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
た
の
は
、
も
る
ち
ん
こ
の
時
点
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
が
、
こ
の
版
で
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
』
」
と
は
、
人
類
学
に
お
け
る
こ
の
概

念
が
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
十
分
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
一
つ
の
証
跡
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
第
六
版
（
一
九
五
一
年
）

に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
社
会
人
類
学
」
的
学
風
の
確
立
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
「
物
質
文
化
」
は
、
「
野
外
考
古
学
」
と
と
も

に
、
ア
メ
リ
カ
で
い
う
「
文
化
人
類
学
」
の
範
鴫
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
、
独
立
し
た
．
ハ
ー
ト
と
し
て
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
か
ら
読
み
と
れ
る
概
要
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
物
質
文
化
は
、
異
文
化
と
接
す
る
さ
い
に
最
も
目
に
つ
き
や
す
い
も
の
で
あ

り
、
は
っ
き
り
と
手
に
と
り
、
目
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
初
期
の
人
類
学
的
研
究
に
お
い
て
は
中
心
を
し

め
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
各
民
族
の
文
化
要
素
を
詳
細
に
記
録
す
べ
き
「
民
族
誌
」
に
お
い
て
、
物
質
文
化
に
主
要
な
視
点
が
お
か
れ
た
の

は
、
こ
の
藻
で
当
然
な
こ
と
で
あ
る
．
さ
ら
に
初
期
の
人
類
学
ｌ
と
い
う
よ
り
「
晨
拳
」
と
よ
蕊
べ
き
だ
ろ
う
ｌ
が
や
が
て
一
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6９ 
定
の
理
論
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
進
化
主
義
」
や
「
伝
播
主
義
」
、
も
し
く
は
「
文
化
圏
説
」
や
「
文
化
領
域
論
」
な
ど

に
お
い
て
も
、
「
民
族
誌
」
に
記
さ
れ
た
物
質
文
化
の
数
々
は
、
そ
の
格
好
の
資
料
と
な
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
特
定
文
化
の
物
質

文
化
的
要
素
は
、
と
き
に
理
論
の
た
め
の
材
料
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
そ
れ
は
本
来
の
文
化
的
文
脈
、
も
し
く
は
「
生
活
」
か
ら
切
り
は
な

さ
れ
て
、
え
て
し
て
壮
大
な
文
化
理
論
の
構
築
の
た
め
の
道
具
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
の
ち
の
物
質
文
化

研
究
の
挫
折
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
の
凋
落
に
と
も
な
っ
て
、
物
質
文
化
研
究

が
全
く
人
気
の
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
こ
の
点
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

２
 

む
ろ
ん
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
大
給
近
達
氏
も
い
う
よ
う
に
、
即
物
的
な
技
術
や
造
型
上
の
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
が
ち
な
物
質
文
化

研
究
は
、
文
化
の
中
に
お
け
る
人
間
の
生
活
と
物
質
文
化
と
の
有
機
的
な
関
連
に
欠
け
る
う
ら
み
が
あ
り
、
研
究
の
体
系
が
本
質
的
に
孤

立
し
が
ち
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
物
質
文
化
そ
の
も
の
は
、
い
わ
ば
人
類
の
生
活
に
不
可
欠
の
衣
・
食
・
住
に
本
質
的
に
か
か
わ
る
基
本
的
文
化
要
素
で
あ
り
、

こ
の
文
化
の
根
元
を
等
閑
に
ふ
し
て
は
、
文
化
の
何
た
る
か
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関

し
て
前
出
の
大
給
論
文
は
、
巨
視
的
視
点
か
ら
、
抽
象
的
で
は
あ
る
が
物
質
文
化
研
究
を
あ
ら
た
め
て
人
類
学
の
範
嶬
に
位
置
づ
け
、
そ

の
方
向
性
を
さ
し
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
提
言
に
は
あ
ま
り
出
合
え
な
い
の
が
残
念
で
あ

る
。
一
方
で
は
、
た
と
え
ば
最
近
で
も
、
『
物
質
文
化
』
誌
に
お
い
て
物
質
文
化
研
究
の
方
法
論
を
さ
ぐ
る
一
一
回
の
特
集
（
二
○
、
二
一

３
 

号
）
が
企
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
「
同
人
一
一
一
一
口
」
に
は
、
民
俗
学
で
は
「
民
具
」
と
よ
ば
れ
、
民
族
学
で
は
か
っ
て
ば
「
土
俗
品
」
と
よ
ば

れ
、
考
古
学
で
は
「
遺
物
」
「
伝
世
品
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
、
「
物
」
を
媒
介
と
す
る
生
活
史
的
復
原
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
分
野
に
お
け
る
既
存
の
方
法
論
を
有
効
に
統
合
し
て
、
新
た
な
「
生
活
史
的
復
原
」
、
も
し
く
は
総
体
的
な
文
化

の
把
握
を
め
ざ
す
に
実
効
あ
る
方
向
が
具
体
的
に
打
ち
だ
さ
れ
た
と
は
、
残
念
な
が
ら
い
い
き
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
の
論
考
は
、
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わ
広
義
で
は
あ
れ
、
い
ず
』

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
物
質
文
化
の
中
で
も
最
も
ア
パ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
る
衣
服
は
、
そ
れ
を
着
な
い
場
合
も
ふ
く
め
て
、
た
だ

ち
に
初
鯛
Ｉ
の
み
な
ら
ず
、
今
日
に
鏑
い
て
さ
え
ｌ
の
異
文
化
に
議
し
た
人
び
と
の
目
潅
と
ら
え
る
こ
と
と
な
っ
た
．
し
か
し
そ
れ

、
、

は
、
え
て
し
て
調
査
者
・
記
録
者
に
と
っ
て
奇
妙
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
録
す
る
』
」
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
的
で
は
あ
れ
、
自
ら
の

優
越
を
確
認
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
人
類
学
の
前
提
と
さ
れ
た
「
文
化
的
価
値
の
相
対
化
」
は
、
こ
こ
で
も
衣

す
で
に
一
九
五
八
年
に
、
岡
正
雄
氏
は
、
「
民
具
は
ま
ず
『
技
術
文
化
』
と
し
て
、
さ
ら
に
『
生
活
文
化
』
と
し
て
社
会
的
・
機
能
的

に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
『
技
術
文
化
』
と
し
て
そ
の
歴
史
的
発
達
や
そ
の
系
統
、
伝
播
の
跡
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

４
 

ら
な
い
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
具
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
わ
ば
「
人
類
学
」
と
い
う
広
い
文
脈
の
う
ち
に
、
物
質
文
化
研
究
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
み
い
だ
し
う
る
か
仁
同
様
の
関
心
を
も
つ

、
、

筆
者
は
、
問
題
に
よ
り
具
体
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
物
質
文
化
の
う
ち
で
も
衣
服
・
服
装
の
問
題
に
限
定
し
て
、
簡
単
な
研
究
史
的
な

回
顧
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
あ
る
種
の
展
望
を
み
い
だ
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
衣
服
研
究
の
研
究
史
を
本
格
的
に
試
み
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
到
底
数
ペ
ー
ジ
の
記
述
で
収
ま
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
か
か
る
作
業
は
筆
者
の
任
に
た
え

う
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
。
ま
た
、
衣
服
研
究
と
密
接
に
か
か
わ
る
「
有
職
故
実
」
や
い
わ
ゆ
る
「
風
俗
史
」
の
問
題
も
、
人
類
学
と
し
て

の
、
と
い
う
文
脈
か
ら
は
ず
れ
る
と
判
断
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

Ⅲ
衣
服
研
究
の
萠
芽
と
前
提

い
ず
れ
も
「
用
具
」
や
「
遺
物
」
、
「
伝
世
品
」
研
究
の
範
鴫
に
お
け
る
論
の
展
開
に
お
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
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7１ 
服
研
究
の
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
「
常
識
」
な
る
も
の
を
捨
て
ね
ぱ
な

い
、

た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
、
あ
る
一
定
文
化
を
共
有
す
る
集
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
こ
の
文
化
に
お
け
る
独
自
の
「

準
拠
体
系
」
の
規
制
を
う
け
て
い
る
。
衣
服
に
則
し
て
い
え
ば
や
と
く
に
日
本
の
よ
う
に
四
季
の
う
つ
り
か
わ
り
の
は
っ
き
り
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
衣
服
に
関
す
る
意
識
が
発
達
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
複
雑
な
社
会
的
慣
習
な
ど
が
か
ら
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
服
装

の
Ｔ
Ｐ
Ｏ
」
に
対
し
て
峰
か
な
り
の
意
識
を
働
か
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
を
逸
脱
す
る
と
、
常
識
が
な
い
と
い
わ
れ
た
り
、
「
白
い

眼
」
を
む
か
れ
て
無
言
の
制
裁
を
う
け
る
だ
ろ
う
。
人
が
あ
る
特
定
の
文
化
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
彼
は
そ
の
独
自
の
準
拠
体
系
に
よ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
あ
る
文
化
の
準
拠
体
系
は
、
そ
の
文
化
を
共
有
す
る
メ
ン
バ
ー
を
裁
可
す
る
側
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
本
質
的
に
は
あ
る
特
定
文
化
に
お
け
る
規
制
Ⅱ
裁
可
を
機
能
す
る
の
み
の
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
文
化
に
は

そ
れ
な
り
の
、
独
自
の
準
拠
体
系
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
文
化
を
総
体
的
に
と
ら
え
た
際
の
構
造
に

あ
っ
て
は
、
衣
服
た
り
と
い
え
ど
も
他
の
文
化
要
素
１
１
社
会
構
造
や
宗
教
組
織
、
世
界
観
や
価
値
観
な
ど
か
ら
、
切
り
は
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
特
定
社
会
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
要
素
が
、
い
か
に
複
雑
な
形
に
お
い

て
で
ば
あ
れ
、
全
体
的
な
枠
組
な
い
し
は
構
造
の
も
と
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
衣
服
の
形
や

、
、

、
、
、
、
、
ｂ
、
、

着
方
の
意
味
が
明
確
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
芯
‐
）
め
て
、
あ
る
服
装
の
、
そ
の
文
化
に
お
け
る
合
理
性
を
わ

れ
わ
れ
は
理
解
し
う
る
に
い
た
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
「
常
識
」
で
も
っ
て
判
断
し
て
も
、
そ
れ
自
体
何
の
意
味
あ

る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
か
に
あ
る
服
装
が
奇
と
う
つ
ろ
う
と
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
そ
の
意
味
を
さ
ぐ
ろ
う
と

す
る
と
き
、
そ
こ
に
新
し
い
服
装
文
化
論
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

、
、

し
か
し
、
衣
服
が
特
定
文
化
の
文
化
要
素
と
し
て
認
識
さ
れ
、
こ
う
し
て
よ
り
客
観
的
な
人
類
学
的
研
究
が
そ
の
歩
み
を
は
じ
め
て
さ

ら
な
い
の
で
あ
る
。
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泡
え
も
、
こ
の
衣
服
と
い
う
特
定
の
文
化
要
素
が
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
ず
初
期
の
「
進
化
主
義
」
の

こ
の
「
科
学
的
」
な
進
化
論
に
支
え
ら
れ
て
、
人
類
の
最
初
の
衣
服
は
、
も
は
や
楽
園
を
追
わ
れ
た
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
イ
チ
ヂ
ク
の
葉

で
あ
る
な
ど
と
は
信
じ
な
く
な
っ
た
人
び
と
は
、
そ
の
起
源
を
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
求
め
た
。
た
と
え
ば
人
間
の
本
来
的
な
装
飾
の
欲
求

に
そ
の
起
源
を
求
め
る
も
の
や
、
天
候
の
影
響
、
ま
た
傷
害
か
ら
の
防
禦
の
要
求
に
求
め
る
も
の
、
ま
た
多
少
と
も
装
飾
の
問
題
と
も
関

５
 

係
し
て
く
る
が
、
呪
術
や
社
会
的
起
源
説
も
あ
る
。
中
で
も
、
「
性
的
蓋
恥
心
起
源
説
」
が
大
き
く
浮
び
上
っ
た
議
論
で
あ
っ
た
の
は
、

う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
そ
の
意

、
、

と
す
る
と
こ
ろ
は
し
ら
ず
、
ヒ
ト
の
起
源
は
み
る
も
お
ぞ
ま
し
い
サ
ル
と
祖
を
共
に
し
（
そ
れ
は
ヒ
ト
の
祖
先
が
サ
ル
で
あ
っ
た
シ
」
と
を

必
ず
し
も
意
味
し
な
い
）
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
ア
ミ
ー
バ
な
ど
に
も
行
き
つ
い
て
し
ま
う
と
い
う
進
化
論
を
発
表
し
、
ヒ
ト
は
ア

ダ
ム
と
イ
ブ
の
、
ひ
い
て
は
心
正
し
い
ノ
ア
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
神
話
を
打
ち
破
っ
て
、
科
学
を
宗
教
か
ら
解
放
し
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
様
に
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
や
、
宗
教
・
社
会
・
法
律
・
政
治
・
経
済
そ
の
他
一
切
の
人
間
の
行
動
も
ま
た
、

、
、
、
、

単
純
か
ら
複
雑
へ
、
換
一
一
二
口
す
れ
ば
低
級
か
ら
高
級
（
？
）
へ
と
、
す
べ
て
一
様
に
一
線
的
進
化
を
た
ど
る
も
の
と
す
る
諸
説
が
次
々
と
だ

、
、

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
文
化
（
社
会
）
進
化
論
」
の
背
景
に
は
、
自
ら
を
人
類
史
に
お
け
る
進
歩
（
１
）
の
頂
点
と
し

て
位
置
づ
け
た
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
が
あ
る
と
は
、
今
日
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
文
化
の
「
進
化
」
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
あ
る
も
の
の
起
源
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
発
展
Ⅱ
進
歩
の
あ
と
を
人
類
史
上
に
跡
づ
け
る
こ

と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
そ
の
視
点
は
、
広
く
人
類
レ
ベ
ル
に
お
け
る
通
時
的
方
向
性
を
必
然
的
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
衣
服
を
問
題
に
す
る
さ
い
に
も
、
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
そ
の
起
源
を
人
類
レ
ベ
ル
で
単
一
に
求
め
、
直
線
的
な
進
化
を
た
ど
る

立
場
を
か
い
ま
み
よ
う
。
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や
が
て
そ
れ
に
対
し
、
衣
服
を
ふ
く
め
て
の
文
化
の
起
源
や
発
展
を
、
多
元
的
。
地
域
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
伝
播
論
が
打
ち
だ
さ

れ
て
く
る
に
い
た
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
多
少
と
も
古
典
的
進
化
論
よ
り
も
キ
メ
の
細
か
さ
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
た

と
え
ば
「
文
化
圏
」
や
「
文
化
層
」
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
、
あ
ま
り
に
性
急
な
人
類
史
を
一
挙
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
無
理
の
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
文
化
圏
」
、
「
文
化
層
」
の
概
念
そ
の
も
の
は
、
今
日
で
も
必
ず
し
も
無
視
し
き
れ
な
い
、
な
お
有

６
 

効
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
特
定
文
化
に
お
け
る
、
た
と
え
ば
衣
服
が
、
そ
の
文
化
構
造
も
し
く
は
準
拠
体
系
の

ね
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
よ
り
精
繊
に
検
証
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
、
や
が
て
主
張
さ
れ
て
き
た
の

あ
る
意
味
で
、
イ
チ
ヂ
ク
の
葉
の
シ
ッ
ポ
を
い
ま
だ
残
し
て
い
て
興
味
深
い
。
た
し
か
に
、
少
な
く
と
も
婦
女
子
の
場
合
で
は
、
装
身
具

、
、

、
、
、

を
も
付
け
な
い
全
裸
の
ケ
ー
ス
は
な
い
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
年
少
者
や
男
子
を
も
ふ
く
め
て
、
性
的
遜
恥
心
に
発
す
る
も
の
か

ど
う
か
、
結
論
は
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
れ
は
社
会
心
理
学
的
な
面
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
が
、
譲
恥
心
の
榊
造
は
各
民
族
に
よ
っ
て
異

な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
陰
部
を
露
出
し
て
何
ら
は
ば
か
ら
ぬ
人
び
と
に
わ
れ
わ
れ
は
侮
蔑
の
眼
を
向
け
る
だ
ろ
う
が
、
｜
方
彼
ら

は
、
「
人
前
で
口
を
覆
わ
ぬ
」
わ
れ
わ
れ
に
赤
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

、
、

と
も
か
く
、
た
と
え
ば
こ
う
し
た
起
源
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
か
つ
他
の
文
化
要
素
と

の
関
迎
に
お
い
て
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
そ
こ
で
、
や
が
て
こ
う
し
た
問
題
は
、
た
だ
ち
に
人
類
レ
ベ
ル
で
事
を
推
し
は
か

る
の
で
な
く
、
の
ち
に
今
一
度
各
民
族
の
レ
ベ
ル
に
戻
し
て
、
そ
の
独
自
の
装
飾
芸
術
や
呪
術
・
宗
教
・
社
会
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

観
・
世
界
観
等
の
諸
概
念
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
再
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
進
化
論
者
た
ち
の
視
点

は
歴
史
的
。
適
時
的
観
点
の
範
鴫
に
と
ど
ま
り
、
衣
服
の
起
源
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
発
展
も
、
な
お
す
べ
て
の
人
類
に
と
っ
て
の
一
元
的
。

、
、

、
、

直
線
的
な
進
化
と
い
う
観
点
ｌ
そ
れ
は
篝
史
観
と
無
関
係
で
は
な
い
ｌ
か
ら
の
み
の
検
討
に
お
い
て
、
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
｡ 
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7４ 

適時的考古学･技術史･歴史･美術史 民族学･民俗学

●Ａ B勺一一
戸艤繍鰄鋼

、
／

］
「衣服起源論

古古典的グランド
セオリーからの

脱皮

ｒ
ｌ
ｌ
１
１
Ｌ
 

史装服

服装進化輪

紅i'’
文化要素化

統合一↓
エートスの把握

服装伝播論

素材・技法 可

１ 

１ 

民族レベル／、

:]「
人顕レベル 孔
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7５ 
で
あ
る
。

前
節
で
、
い
わ
ば
す
で
に
今
日
批
判
が
出
つ
く
し
て
い
る
と
も
い
え
る
一
一
つ
の
大
き
な
古
典
的
理
論
の
流
れ
を
あ
ら
た
め
て
追
っ
た
の

は
、
こ
の
批
判
こ
そ
が
、
今
後
の
衣
服
研
究
を
す
す
め
る
上
で
の
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ

た
・
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
峰
必
ず
し
も
学
説
史
的
に
は
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
一
つ
一
つ
が
、
多
様
な
学
派
に
よ
っ

て
い
ま
だ
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
方
向
を
大
ま
か
に
把
握
し
、
む
し
ろ
今
後
の
問
題

を
さ
ぐ
る
系
口
と
し
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
衣
服
そ
の
も
の
に
あ
た
り
、
衣
服
そ
の
も
の
を
具
体
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も

、
、
、
、

、
、

そ
も
衣
服
が
研
究
対
象
と
さ
れ
る
と
き
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
製
作
過
程
（
素
材
。
技
法
）
と
製
品
（
フ
ォ
ル
ム
・
デ
ザ
イ
ン
）
、

、
、

そ
し
て
着
方
。
着
け
方
を
ふ
く
め
て
の
そ
の
意
味
（
社
会
Ⅱ
宗
教
的
機
能
、
用
途
、
等
々
）
の
一
一
一
つ
の
レ
ペ
ル
に
わ
た
る
は
ず
で
あ
る
が

（
付
図
中
心
部
の
円
内
参
照
）
、
こ
こ
で
は
最
も
基
本
的
な
、
素
材
・
技
法
や
フ
ォ
ル
ム
・
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
の
で
あ

こ
れ
峰
衣
服
研
究
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
作
業
で
あ
る
、
資
料
の
調
査
・
観
察
。
記
録
・
収
集
と
い
う
形
で
ま
ず
行
な
わ
れ
、
こ

れ
ま
で
の
「
民
具
研
究
」
が
最
も
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
し
て
き
た
作
業
で
も
あ
っ
た
。
い
わ
ば
こ
れ
は
、
文
化
人
類
学
的
研
究
に
お

も

け
る
民
族
誌
的
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
っ
て
、
最
も
精
密
か
つ
正
確
に
お
さ
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
作
業
で
あ
る
。

る
。 Ⅳ
衣
服
研
究
も
し
く
は
服
装
文
化
研
究
の
方
向
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布
永
年
に
わ
た
っ
て
民
俗
資
料
研
究
を
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
宮
本
常
一
氏
は
、
「
民
具
学
」
を
提
唱
し
て
、
次
の
一
一
一
点
を
研
究
の
前
提
と

７
 

し
て
あ
げ
ら
れ
河
。
｝
」
の
「
民
具
」
の
語
を
「
衣
服
」
と
よ
み
か
え
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
は
衣
服
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
提
言
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
「
Ｈ
民
具
は
ま
ず
全
般
的
に
集
め
て
み
る
こ
と
。
口
さ
ら
に
一
地
域
ま
た
は
一
戸
一
戸
の
民
具
を
徹
底
的
に
集
め
る
な

り
、
調
査
研
究
し
て
み
る
こ
と
。
同
一
つ
の
民
具
の
分
布
・
名
称
・
素
材
・
製
作
・
形
態
・
流
通
・
使
用
法
・
耐
用
年
数
・
変
化
・
他

の
民
具
と
の
関
係
・
民
具
と
環
境
な
ど
を
調
査
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
の
意
義
と
法
則
を
発
見
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

」
と
い
う
。
こ
の
第
三
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｈ
と
口
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
問
題
の
発
展
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
曰
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
無
限
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
に
も
多
少
ふ
れ
た
が
、
古
典
的
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
と
も
い
う
べ
き
進
化
論
・
伝
播
論
（
図
に
お
け
る
Ａ
領
域
）
は
、
理

論
が
先
に
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
着
実
な
手
つ
づ
き
を
は
ぶ
い
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
主

と
し
て
人
類
史
の
構
築
こ
そ
が
主
目
的
で
あ
っ
た
。

一
方
そ
れ
に
対
し
、
問
題
を
各
民
族
レ
ペ
ル
に
移
し
て
、
扱
う
も
の
も
単
な
る
製
作
過
程
や
製
品
、
す
な
わ
ち
衣
服
そ
の
も
の
（
狭
義

、
、

の
衣
服
研
究
）
か
ら
さ
ら
に
ひ
ろ
げ
、
そ
の
研
究
対
象
に
装
身
具
や
髪
形
、
身
体
装
飾
な
ど
を
ふ
く
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
や
機
能
を

、
■

検
討
し
よ
う
と
す
る
服
装
（
な
い
し
は
服
飾
）
文
化
研
究
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
し
、
』
」
の
研
究
の
方
向
は
、
さ
ら
に
一
一
つ
に
大
き
く

分
か
れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
図
示
す
る
よ
う
に
、
一
つ
は
、
従
来
の
Ａ
領
域
と
基
本
的
に
は
変
わ
ら

な
い
適
時
的
（
歴
史
的
）
思
考
の
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
も
、
人
類
史
な
ら
ぬ
民
族
史
を
復
元
す
る
資
料
と
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
（
こ
れ

を
Ｂ
領
域
と
名
づ
け
る
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
む
し
ろ
時
間
的
要
因
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
せ
ず
に
、
あ
る
特
定
文
化
に
お
け
る
諸
文
化

要
素
の
機
能
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
衣
服
な
ら
そ
の
意
味
や
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
一
層

前
面
に
出
し
た
も
の
（
Ｃ
領
域
）
で
あ
る
。
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7７ 
た
だ
し
、
Ｃ
領
域
に
お
い
て
さ
え
も
、
時
間
的
要
因
を
全
く
切
り
す
て
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
本
質
的
に
内
包
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
文
化
が
動
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
領
域
で
か
か
わ
っ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
動
態
的
に
と
ら
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
文
化
の
受
容
や
変
容
の
面
を
積
極
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
Ｂ
と
Ｃ
領
域
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
方
法
論

も
、
一
方
で
は
当
然
な
が
ら
問
題
に
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
Ｂ
領
域
は
あ
る
意
味
で
ド
イ
ツ
な
ど
を
中
心
に
発
達
し
た
古
典
的
な
歴
史
民
族
学
の
直
系
的
発
展
と
し

て
あ
り
、
Ｃ
領
域
は
む
し
ろ
Ａ
Ｉ
Ｂ
の
学
的
伝
統
を
断
ち
切
っ
た
形
で
、
「
機
能
主
義
」
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
や
、
フ
ラ
ン
ス

の
榔
造
人
類
学
な
ど
で
展
開
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
Ｂ
・
Ｃ
と
も
に
、
Ａ
の
古
典
的
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
が
、
と
も
す
れ
ば
衣

服
な
ら
衣
服
の
機
能
や
用
途
に
細
か
い
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
衣
服
の
使
用
法
や
使
用
者
、
ま
た
社
会
Ⅱ
宗
教
的
裁
可

や
、
色
・
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
等
の
機
能
・
用
途
に
、
大
き
な
関
心
を
む
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

８
 

の
点
で
服
装
研
究
は
、
と
く
に
社
会
学
な
ど
の
隣
接
分
野
に
大
巾
に
接
近
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
で
は
そ
の
か
わ
り
に
、
Ｃ
で
は
Ａ

・
Ｂ
（
と
く
に
伝
播
論
や
民
族
史
、
も
し
く
は
そ
の
基
礎
と
な
る
民
族
誌
的
基
礎
作
業
に
お
い
て
）
ほ
ど
に
は
、
衣
服
の
素
材
や
そ
の
製

、
、

作
技
術
に
無
関
心
と
な
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
Ｃ
の
よ
う
な
方
法
論
が
、
し
ば
し
ば
歴
史
や
も
の
を
軽
視
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ

る
の
は
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
、
人
類
学
に
お
い
て
広
義
の
衣
服
研
究
と
で
も
い
え
る
も
の
が
最
も
活
発
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
Ｃ
に
お
け
る
諸

問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
フ
リ
カ
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
な
ど
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
族
社
会
に
お
け
る
根
元
的
な
諸
問
題
の
追
求
が
、
広

い
視
野
に
お
い
て
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

一
方
Ｂ
に
あ
っ
て
も
、
衣
服
を
単
な
る
「
物
質
文
化
」
研
究
の
一
環
と
し
て
で
は
な
く
、
Ｃ
の
影
響
を
大
き
く
う
け
て
、
個
々
の
種
目
別

研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
特
定
文
化
の
構
造
中
に
特
異
な
文
化
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
も
み
う
け
ら
れ
る
。
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ね
や
が
て
は
そ
れ
は
、
そ
の
文
化
総
体
の
も
つ
エ
ー
ト
ス
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
展
開
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
、
衣
服
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
が
ち
で
あ
っ
た
単
な
る
収
集
や
物
い
じ
り
に
終
ら
ぬ
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
文
化
論
に
発
展
し
て
い
く
可
能
性
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
ま
た
他
方
で
は
、
Ａ
領
域
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
古
典
的
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
は
批
判
さ
れ
た
と
は
い
え
、
本
来
人
類
学
の
め
ざ

す
も
の
は
、
別
個
の
学
的
領
域
を
越
え
て
広
く
文
化
そ
の
も
の
を
、
ひ
い
て
は
人
類
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ

り
、
時
と
し
て
う
つ
る
わ
ぬ
、
文
化
の
、
人
類
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
同
様
の
意
味

に
お
い
て
、
衣
服
・
服
装
文
化
研
究
も
、
図
に
Ｄ
領
域
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
衣
服
」
と
は
、
「
服
装
」
と
は
何
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
本
質
論
を
、
こ
の
文
脈
で
試
み
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
と
も
す
れ
ば
古
典
的
、
悪
く
い
え

ば
古
く
さ
い
分
野
と
み
な
さ
れ
が
ち
の
物
質
文
化
研
究
は
、
こ
う
し
て
文
字
通
り
新
し
い
衣
装
を
ま
と
っ
た
服
装
文
化
研
究
と
し
て
、
新

た
な
発
展
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
Ａ
領
域
に
示
し
た
よ
う
な
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
や
、
初
期
の
Ｂ
領
域
に
お
い
て
ま
主
み
ら
れ
た
研
究
の
よ
う

に
、
再
び
資
料
を
そ
の
本
来
の
文
化
的
文
脈
か
ら
切
り
は
な
し
て
単
な
る
「
物
」
と
化
し
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
特
定
理
論
も
し
く
は
理

念
の
た
め
の
道
具
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
Ｄ
で
追
求
さ
れ
る
、
い
わ
ば
何
の
た
め
の
研
究
か
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
、

ま
た
Ｂ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
エ
ー
ト
ス
の
何
た
る
か
を
視
点
に
す
え
た
上
で
、
Ｃ
が
と
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
が
ち
で
あ
っ
た
極
端
な

専
門
化
の
袋
小
路
に
は
ま
る
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
、
研
究
の
原
点
で
あ
る
資
料
そ
の
も
の
仁
則
し
た
研
究
を
、
地
道
に
追
求
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。

む
ろ
ん
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
博
物
館
的
」
発
想
に
基
づ
い
た
単
な
る
「
物
」
の
収
集
や
、
き
れ
ぎ
れ
の
情
報
の
フ
ァ
イ
ル
保
存
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
断
じ
て
な
い
。
精
密
な
民
族
誌
を
欠
く
人
類
学
的
研
究
が
あ
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
理
論
や
視
点
を
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7９ 

、
、

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
物
質
文
化
研
究
、
ま
し
て
声
」
の
よ
う
な
も
の
に
直
接
則
し
た
問
題
は
、
今
日
必
ず
し
も
魅
力
的
な

研
究
テ
ー
マ
と
は
う
け
と
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
古
く
て
新
し
い
研
究
領
域
は
、
現
在
の
よ
う
な
「
不
人
気
」
ゆ
え
に
こ
そ
、
ま

（
ｕ
〉

す
と
牢
す
重
要
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

筆
者
が
右
に
示
し
え
た
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
一
般
的
な
「
方
向
」
に
終
っ
て
し
ま
い
、
残
念
な
が
ら
そ
の
具
体
的
な
方
法
論
は
、
こ

こ
で
も
ま
た
必
ず
し
も
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
に
お
け
る
衣
服
研
究
も
し
く
は
服
装
文
化
研
究
、
ひ
い

て
は
物
質
文
化
研
究
の
た
め
の
諸
前
提
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
再
び
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
の
よ
う
に
思

品
川
町

山
Ⅱ
い

わ
れ
る
の
で
←
〈
）
る
。

が
あ
る
だ
ろ
う
。

欠
い
た
民
族
誌
も
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
も
引
用
し
た
宮
本
氏
の
提
言
に
、
一
一
た
び
、
三
た
び
戻

ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
て
資
料
を
し
て
語
ら
し
め
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
可
能
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
追
求
し
て
い
く
必
要
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(６ (７ (５ (8) 4）（３）［２ 
川
シ
、
。
【
巨
目
冒
巾
の
。
、
号
の
飼
。
『
回
】
」
安
口
庁
冨
。
ご
◎
一
．
日
８
－
宮
、
二
目
［
の
。
【
の
門
田
［
ロ
ー
薗
冒
ロ
ロ
ユ
】
『
⑩
］
色
目
』
ご
シ
ミ
図
自
詫
旦
ｏ
鳥
》
．
（
図
冒

匹
葛
暮
ご
Ｃ
Ｃ
Ｓ
巴
。
な
お
、
同
書
の
初
期
の
諸
版
の
概
要
に
関
し
て
は
、
石
田
・
泉
・
曽
野
・
寺
田
『
人
類
学
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
六
一
年
（
一

出
葛
暮
「
９
．
宣
廻
・

○
六
頁
）
に
よ
る
。

大
粭
近
達
「
物
質
文
化
研
究
の
方
法
論
的
考
察
」
『
日
本
民
族
学
会
第
十
二
回
研
究
大
会
発
表
要
旨
』
一
一
○
’
二
一
一
頁
。
一
九
七
一
一
一
年
。

『
物
質
文
化
』
、
二
○
号
、
五
四
頁
、
一
九
七
二
年
。
物
質
文
化
研
究
会
。

岡
正
雄
「
民
具
に
つ
い
て
」
、
日
本
柑
民
文
化
研
究
所
編
『
日
本
の
民
具
』
（
角
川
轡
店
、
’
九
五
八
年
）
所
収
。
ハ
中
村
た
か
を
編
『
民
具
』
、
現

代
の
エ
ス
プ
リ
八
四
号
、
一
九
七
四
年
に
再
録
。
ｖ

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
進
化
主
義
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
／
コ
ヅ
バ
ー
ス
「
民
族
と
文
化
』
（
大
野
俊
一
訳
、
河
出
掛
房
新
社
、

’
九
七
○
年
、
下
巻
九
二
－
九
九
頁
）
に
も
み
ら
れ
る
。

ホ
ー
ペ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
圏
説
」
は
一
九
四
○
年
こ
ろ
を
最
後
に
、
人
類
学
の
理
論
や
方
法
の
発
展
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
残
さ
ず
に
第
二

次
大
戦
と
と
も
に
消
滅
し
た
と
の
べ
て
い
る
が
（
向
・
Ｐ
■
・
の
房
］
・
匹
貿
青
８
（
冒
巴
．
ｚ
の
乏
邑
・
『
塚
』
の
ｇ
》
田
・
臼
⑪
。
）
、
こ
れ
は
い
い
す
ぎ
で
あ

ろ
う
・
北
原
真
知
子
・
永
田
脩
一
「
歴
史
民
族
学
現
今
の
動
向
」
、
『
民
族
学
研
究
』
二
一
一
一
巻
、
一
九
五
九
年
。
大
林
太
良
「
歴
史
民
族
学
の
現
状

と
課
題
」
、
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
○
、
一
九
六
○
年
。
大
林
太
良
・
山
田
隆
治
「
歴
史
民
族
学
」
、
『
日
本
民
族
学
の
回
顧
と
展
望
』
、

と
課
題
」
、
『
東

一
九
六
四
年
、
他

宮
本
常
一
「
民
具

褐
）
に
再
録
。
Ｖ

『
被
服
文
化
』
誌
（
の
ち
に
『
服
装
文
化
』
と
改
題
）
の
一
二
七
号
（
’
九
七
一
年
）
以
来
、
一
四
四
号
三
九
七
四
年
）
ま
で
四
年
間
一
八
回
に
わ

た
っ
て
迎
救
さ
れ
た
荻
村
昭
典
氏
「
服
装
社
会
学
入
門
」
は
、
服
装
文
化
研
究
に
、
人
類
学
や
心
理
学
と
も
か
か
わ
る
新
し
い
視
点
を
導
入
し
た
。

「
民
具
学
提
唱
」
、
近
畿
民
俗
学
会
編
『
沢
田
四
郎
博
士
記
念
民
族
学
読
ま
』
、
一
九
七
二
年
所
収
。
ハ
中
村
た
か
を
編
『
民
具
』
（
前

他
参
照
。
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社
会
学
か
ら
の
発
言
と
し
て
も
、
参
考
と
す
べ
き
論
文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

現
に
こ
う
し
た
視
点
か
ら
一
一
－
’
一
一
の
新
し
い
方
向
性
を
も
っ
た
具
体
的
な
提
言
が
石
毛
直
道
氏
な
ど
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
（
「
物
質
文
化
と
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
、
梅
榑
忠
夫
編
『
人
類
学
の
す
す
め
』
筑
摩
瞥
房
、
’
九
七
四
年
所
収
）
・
こ
の
中
に
は
、
衣
服
（
な
い
し
は
服
装
文
化
）
研
究

に
直
接
か
か
わ
る
問
題
も
み
ら
れ
、
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
だ
し
、
衣
服
の
名
称
体
系
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
議
論
は
、
民
族
が

「
意
味
世
界
」
を
ど
の
よ
う
に
言
語
と
い
う
サ
イ
ン
に
よ
っ
て
切
る
か
と
い
う
、
一
定
民
族
の
「
範
畷
化
」
作
業
を
通
じ
て
の
価
値
判
断
の
問
題
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
民
族
の
文
化
認
識
方
法
な
い
し
は
価
値
概
念
体
系
、
ひ
い
て
は
広
義
の
世
界
観
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
え
る
・
氏
の
い
う

「
民
族
分
類
学
」
の
命
名
は
、
誤
解
を
ま
ね
く
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
・

本
稿
の
母
体
と
な
っ
た
草
稿
は
、
か
っ
て
『
服
装
文
化
」
誌
の
要
舗
に
よ
っ
て
成
っ
た
一
○
枚
程
度
の
き
わ
め
て
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
同
誌
一
四

○
号
（
’
九
七
一
一
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
、
も
と
の
草
稿
の
さ
ら
に
五
分
の
一
程
度
し
か
跡
を
と
ど
め
ず
、
あ
と
は
編
築
者
に
よ
る
、
事
実
に

も
反
す
る
加
筆
が
多
々
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
次
号
（
一
四
一
号
）
で
編
集
部
告
に
よ
っ
て
同
小
論
を
完
全
削
除
せ
し
め
た
。
本
稿
は

そ
れ
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
た
び
全
面
的
に
手
を
加
え
、
現
在
の
形
に
書
き
下
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
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