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⼀
⼋
⼋
四
年
︑
エ
ド
ワ
ổ
ド
・
タ
イ
ラ
ổ
︵Edw

ard Burnett T
ylor, 1832-1917

︶
は
︑
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ổ
ド
⼤
学

に
お
い
て
初
め
て
⼈
類
学
の
授
業
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
九
六
年
に
は
英
国
初
の
⼈
類
学
教
授
に
な
る
タ
イ
ラ
ổ

は
イ
ギ
リ
ス
﹁
⼈
類
学
の
⽗
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
に
遡
る
こ
と
約
半
世
紀
︑
タ
イ
ラ
ổ
が
⽣
ま
れ
た
年

の
⼀
⼆
⽉
︑﹃
種
の
起
源
﹄
の
著
者
で
の
ち
に
⽣
物
進
化
論
の
⽗
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
チ
ャ
ổ
ル
ズ
・
ダ
ổ
ウ
ィ
ン

︵C
harles Robert D

arw
in, 1809-82

︶
は
︑
南
ア
メ
リ
カ
の
最
南
端
の
テ
ィ
エ
ラ
・
デ
ル
・
フ
エ
ゴ
島
︵
以
下
︑
フ

エ
ゴ
島
︶
に
到
達
し
︑
そ
こ
に
住
む
先
住
⺠
と
出
会
っ
た
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
接
触
し
た
フ
エ
ゴ
島
の
先
住
⺠
た
ち
は
︑
こ
の
時
に
初
め
て
⻄
洋
⽂
明
⼈
と
遭
遇
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
︒
⼀
六
世
紀
後
半
か
ら
断
続
的
に
接
触
が
あ
り
彼
ら
の
⽣
活
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
遭

遇
を
通
し
て
強
い
印
象
を
持
っ
た
の
は
フ
エ
ゴ
島
⺠
よ
り
も
︑
む
し
ろ
当
時
⼆
⼆
歳
の
⻘
年
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
そ
の
⼈
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
接
触
は
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
や
⼈
間
観
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
た
︒ 

 

本
章
で
取
り
上
げ
る
議
論
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
フ
エ
ゴ
島
で
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
で
あ
る
︒
タ
イ
ラ
ổ
が
お
こ
な

っ
た
授
業
を
制
度
的
⼈
類
学
の
開
始
と
し
て
意
味
づ
け
る
と
し
た
ら
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
時
期
は
︑
そ
の
誕
⽣
の
半
世
紀
前

の
出
来
頃
で
あ
り
⼈
類
学
は
ま
だ
産
声
を
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
︒
今
⽇
の
⼈
類
学
に
と
っ
て
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
は
不

可
⽋
な
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
は
⼈
類
学
だ
け
の
専
売
特
許
で
は
な
い
︒
⼈
類
学
以
前
に
も
︑
ダ

ổ
ウ
ィ
ン
の
観
察
に
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
︑
現
場
で
資
料
を
採
集
す
る
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
は
あ
っ
た
︒
⼈
類
学
以
前
の

時
期
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
に
お
け
る
活
動
が
︑
⼈
類
学
の
そ
れ
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
こ
こ
で
考
え
た
い
︒ 

 

⼈
類
学
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
特
⾊
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
多
様
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
現
在
で
も
そ

れ
⾃
体
が
論
争
の
テ
ổ
マ
に
な
る
ほ
ど
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
特
徴
に
つ
い
て
は
様
々
な
⾒
解
が
あ
る
︒
に
も
か
か
わ

ら
ず
⼈
類
学
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
特
⾊
と
し
て
次
の
三
つ
の
点
に
関
し
て
は
︑
研
究
者
の
間
で
特
に
異
論
は
出
て

こ
な
い
だ
ろ
う
︒
⼈
類
学
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
に
お
い
て
は
︑
研
究
者
は
調
査
地
に
お
い
て
︵
１
︶
⻑
期
滞
在
し
︑
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︵
２
︶
現
地
語
の
習
得
を
前
提
と
し
て
︑︵
３
︶
参
与
観
察
の
要
素
は
⽋
か
せ
な
い
︒ 

 
こ
れ
ら
三
つ
の
活
動
か
ら
︑
⼈
類
学
者
は
他
の
領
域
の
研
究
者
と
は
異
な
り
次
の
よ
う
な
資
料
を
⼿
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
つ
ま
り
現
地
に
お
け
る
⻑
期
滞
在
は
︑
⼈
々
の
⽣
活
に
関
す
る
網
羅
的
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ

ら
の
個
々
の
社
会
現
象
を
総
合
的
に
関
連
づ
け
て
考
え
る
可
能
性
が
⽣
ま
れ
る
︒
こ
の
こ
と
を
達
成
さ
せ
る
に
は
︑
現

地
語
の
習
得
が
不
可
⽋
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
通
訳
を
使
っ
た
り
︑
交
易
の
た
め
に
使
わ
れ
る
広
域
共
通
語
︵
ピ
ジ
ン

語
︶
で
は
︑
研
究
対
象
の
⼈
々
と
の
⼗
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ổ
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
だ
︒
し
た
が
っ
て
現
地

語
を
的
確
に
理
解
し
流
暢
に
話
せ
る
こ
と
は
︑
現
在
の
⼈
類
学
者
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
に
お
け
る
実
質
的
な
必
要
条
件
と
な

る
︒
ま
た
参
与
観
察
と
は
︑
現
地
で
の
様
々
な
⾏
事
や
活
動
に
許
可
を
も
ら
っ
て
実
際
に
そ
の
活
動
に
従
事
す
る
こ
と

で
あ
る
︒
こ
の
参
与
観
察
で
得
ら
れ
る
体
験
や
資
料
は
︑
イ
ン
タ
ổ
ビ
ュ
ổ
で
得
た
質
問
と
応
答
の
情
報
を
確
認
し
︑
補

強
す
る
も
の
と
な
る
︒
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
︑
⼈
類
学
者
は
外
部
者
と
し
て
現
地
の
⼈
々
を
客
観
的
に
観
察
す
る

だ
け
な
く
︑
内
部
か
ら
の
視
点
つ
ま
り
﹁
現
地
⼈
の
視
点
﹂
か
ら
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︵
と
⾔
わ

れ
て
い
る
︶︒ 

 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
活
動
が
つ
ね
に
フ
ィ
ổ
ル
ド
に
お
い
て
順
⾵
満
帆
に
進
む
と
は
限
ら
な
い
︒
調
査
者
が
予
め
抱

い
て
い
た
常
識
が
揺
る
が
さ
れ
た
り
︑
⾃
⾝
の
感
情
が
逆
撫
で
さ
れ
る
な
ど
︑
そ
れ
ま
で
の
調
査
者
の
既
成
の
価
値
観

が
こ
と
ご
と
く
打
ち
の
め
さ
れ
る
と
い
う
強
烈
な
体
験
︵
カ
ル
チ
ャ
ổ
シ
ョ
ッ
ク
︶
に
苛
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
︑
実
際
に

⼤
な
り
⼩
な
り
⼈
類
学
者
は
こ
の
こ
と
に
苦
し
め
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
調
査
者
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
現
地

の
社
会
⽣
活
に
適
応
す
れ
ば
︑
現
地
の
⼈
た
ち
が
共
有
す
る
⽂
化
の
把
握
の
み
な
ら
ず
︑
⾃
分
た
ち
が
属
す
る
社
会
の

⽂
化
に
つ
い
て
反
省
的
な
視
点
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
︑
な
い
し
は
そ
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
フ

ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
と
今
⽇
の
⼈
類
学
者
の
そ
れ
は
︑
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
両
者
の
間
の
違
い
は
︑
⼈

類
学
を
学
ぶ
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 

そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
前
に
︑
ま
ず
ビ
ổ
グ
ル
号
に
乗
船
す
る
前
の
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
︑
ど
の
よ
う
な
⽣
活
を
送
っ
て

お
り
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
乗
船
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒ 

 

２
⁔
怠
け
者
学
⽣
チ
ャ
ổ
ル
ズ
・
ダ
ổ
ウ
ィ
ン 

  

チ
ャ
ổ
ル
ズ
・
ロ
バ
ổ
ト
・
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
⼀
⼋
〇
九
年
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
シ
ル
ズ
ベ
リ
ổ
の
⽐
較
的
裕
福
な
家
に

⽣
ま
れ
た
︒
⽗
ロ
バ
ổ
ト
は
医
師
で
チ
ャ
ổ
ル
ズ
に
と
っ
て
う
る
さ
い
頑
固
親
⽗
で
あ
っ
た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
伝
記
に

は
凡
庸
な
⽗
ロ
バ
ổ
ト
よ
り
も
︑
⽗
⽅
の
祖
⽗
で
医
師
︑
博
物
学
者
︑
詩
⼈
の
エ
ラ
ス
マ
ス
・
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
︵1731

̶

1802

︶
と
⺟
⽅
の
祖
⽗
で
イ
ギ
リ
ス
の
製
陶
業
の
刷
新
者
で
あ
る
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
︵1730

̶95

︶
の

名
が
挙
が
る
︒
と
く
に
エ
ラ
ス
マ
ス
は
医
師
を
開
業
す
る
傍
ら
︑
当
時
の
啓
蒙
的
知
識
⼈
の
集
ま
り
﹁
ル
ナ
・
ソ
サ
エ
テ

ィ
ổ
﹂
を
創
設
し
︑
⾃
ら
の
⽣
物
進
化
の
思
想
に
つ
い
て
ま
と
め
た
﹃
ズ
ổ
ノ
ミ
ア
﹄
を
は
じ
め
⼀
連
の
著
作
を
あ
ら
わ

し
た
⼤
博
物
学
者
で
あ
り
︑
後
に
孫
の
チ
ャ
ổ
ル
ズ
の
進
化
論
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
た
︒ 

 

チ
ャ
ổ
ル
ズ
・
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
決
し
て
出
来
の
良
い
⼦
ど
も
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
学
校
で
は
怠
け
者
で
物
覚
え

が
悪
い
と
い
う
評
判
の
少
年
で
あ
っ
た
︒
彼
の
科
学
へ
の
憧
憬
は
︑
野
⼭
を
掛
け
歩
き
さ
ま
ざ
ま
な
⽣
物
を
捕
ま
え
た

り
観
察
す
る
こ
と
や
兄
の
エ
ラ
ス
マ
ス
の
化
学
の
実
験
の
⼿
伝
い
か
ら
始
ま
っ
た
︒ 
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⼀
六
歳
当
時
の
怠
け
者
の
チ
ャ
ổ
ル
ズ
に
業
を
煮
や
し
た
⽗
は
︑
彼
を
学
校
か
ら
辞
め
さ
せ
て
︑
家
庭
で
教
育
を
授

け
る
と
同
時
に
家
業
で
あ
る
医
療
の
実
務
経
験
に
つ
か
せ
た
︒
チ
ャ
ổ
ル
ズ
が
そ
こ
そ
こ
医
業
を
こ
な
せ
る
こ
と
が
わ

か
る
と
⽗
は
︑
エ
ジ
ン
バ
ラ
⼤
学
の
医
学
校
に
彼
を
⼊
学
さ
せ
た
︒
彼
の
兄
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
医
学
校
で
優
秀
な
成

績
で
学
業
を
続
け
て
い
た
の
で
︑
⽗
は
弟
の
チ
ャ
ổ
ル
ズ
を
⼀
緒
に
住
ま
わ
せ
勉
強
を
続
け
さ
せ
た
︒
し
か
し
チ
ャ
ổ

ル
ズ
の
怠
け
癖
は
抜
け
き
ら
ず
︑
授
業
に
だ
け
は
出
席
す
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
学
校
の
外
で
の
博
物
学
̶
̶
原
語
の

N
atural history

は
⽂
字
ど
お
り
⾃
然
史
の
こ
と
で
あ
る
̶
̶
の
勉
強
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
︒
彼
は
⾃
然
を
散
策
し
た

り
博
物
学
研
究
仲
間
の
⼩
さ
な
集
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
︒
と
く
に
︑
動
物
の
剥
製
づ
く
り
を
⿊
⼈
解
放
奴
隷
の

ジ
ョ
ン
・
エ
ド
モ
ン
ス
ト
ン
︵John Edm

onstone

︶
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
エ
ド
モ
ン
ス
ト
ン
は
南
ア
メ

リ
カ
の
ガ
イ
ア
ナ
出
⾝
で
︑
英
国
で
奴
隷
の
⾝
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
︑
⼀
⼋
⼆
五
年
当
時
エ
ジ
ン
バ
ラ
の
医
学
校
で

剥
製
術
を
学
⽣
た
ち
に
教
え
て
お
り
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
授
業
で
彼
と
知
り
合
っ
た
の
だ
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
私
費
で
エ
ド

モ
ン
ス
ト
ン
を
雇
い
︑
剥
製
の
技
術
を
特
別
に
教
え
て
も
ら
っ
た
り
彼
の
出
⾝
地
の
熱
帯
の
南
ア
メ
リ
カ
の
⾃
然
の
こ

と
な
ど
を
聞
き
︑
探
検
へ
の
夢
を
馳
せ
た
︒ 

 

博
物
学
に
か
ま
け
医
学
に
専
念
し
な
か
っ
た
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
つ
い
に
⼆
年
後
の
⼀
⼋
⼆
七
年
四
⽉
に
医
学
校
を
退
学

し
︑
故
郷
の
シ
ル
ズ
ベ
リ
ổ
に
戻
る
︒
⽗
は
再
び
の
息
⼦
の
怠
業
に
業
を
煮
や
し
︑
今
度
は
息
⼦
に
神
学
を
学
ば
せ
る
こ

と
に
し
た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
同
年
⼀
〇
⽉
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
⼤
学
キ
リ
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
に
⼊
学
し
た
︒
し
か
し
︑
今
度

ば
か
り
は
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
を
喜
ば
せ
た
︒
聖
職
者
に
な
り
⽥
舎
で
⽣
活
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
︑
思
い
切
り
博
物
学
の
勉
強

に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
夢
想
し
た
か
ら
だ
︒
も
っ
と
も
⽣
来
の
怠
け
癖
は
治
る
わ
け
で
も
な
く
︑
授
業
よ
り
も

昆
⾍
と
く
に
甲
⾍
類
の
採
集
に
熱
を
⼊
れ
︑
ガ
ổ
ル
フ
レ
ン
ド
に
振
ら
れ
て
も
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
全
く
気
に
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ổ
ド
ま
で
あ
る
︒
だ
が
当
時
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
⼤
学
植
物
学
教
授
で
︑
あ
ら
ゆ
る
⾃
然
科
学
に

通
じ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
ス
ロ
ウ
師
︵1796-1861

︶
と
の
親
交
を
深
め
た
こ
と
は
彼
に
⼤
き
な
変
化
を
与
え
た
︒
ヘ

ン
ス
ロ
ウ
師
へ
の
私
淑
は
著
し
く
︑
か
つ
て
チ
ャ
ổ
ル
ズ
・
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
名
前
よ
り
も
﹁
ヘ
ン
ス
ロ
ウ
師
と
歩
く
男
﹂

と
い
う
こ
と
で
名
を
馳
せ
た
︒
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
神
学
部
で
は
多
少
の
勉
強
の
甲
斐
あ
っ
て
⼀
九
三
⼀
年
四
⽉
に
卒
業

す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
卒
業
後
︑
当
時
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
で
最
も
著
名
だ
っ
た
博
物
学
者
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ổ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン

ボ
ル
ト
︵Alexander von H

um
boldt, 1769

̶1859

︶
に
よ
る
七
巻
に
お
よ
ぶ
学
術
探
検
記
﹃
⼀
七
九
九
年
か
ら
⼀
⼋

〇
四
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
⾚
道
地
帯
へ
の
旅
⾏
に
つ
い
て
の
個
⼈
的
記
録
﹄
を
読
ん
で
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
︒ 

 

３
⁔
帝
国
軍
艦
ビ
ổ
グ
ル
号
の
船
出 

  

⼀
七
世
紀
後
半
よ
り
世
界
の
海
で
は
海
賊
の
横
⾏
は
減
少
し
世
界
周
航
の
航
海
術
は
す
で
に
確
⽴
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
乗
船
に
遡
る
六
年
前
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
は
⼀
⼋
⼆
六
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ン
グ
船
⻑
の
英
国
海

軍
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ổ
号
と
と
も
に
南
ア
メ
リ
カ
沖
の
海
図
作
成
の
た
め
の
測
量
航
海
に
出
帆
し
た
︒
こ
の
第
⼀
回
⽬
の

航
海
の
時
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
船
⻑
ピ
ン
ゲ
ル
・
ス
ト
ổ
ク
ス
は
⼀
⼋
⼆
⼋
年
南
ア
メ
リ
カ
の
最
南
端
フ
エ
ゴ
島
付
近
で
⾃

ら
命
を
絶
ち
︑
か
わ
り
に
ロ
バ
ổ
ト
・
フ
ィ
ツ
ロ
イ
︵Robert Fitzroy, 1805-65

︶
が
船
⻑
の
代
理
と
な
り
︑
測
量
航

海
の
任
務
を
引
き
継
ぎ
遂
⾏
し
て
い
た
︒こ
の
事
件
当
時
︑フ
エ
ゴ
島
⺠
と
乗
組
員
と
の
間
に
何
か
ら
の
諍
い
が
あ
り
︑

軍
艦
の
ボ
ổ
ト
が
フ
エ
ゴ
島
⺠
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
︒
フ
ィ
ツ
ロ
イ
は
︑
こ
れ
に
対
す
る
懲



池⽥光穂：「⼈類学」以前のフィールドワーク 

  
 

4 

罰
⾏
為
と
し
て
島
⺠
の
何
⼈
か
を
⼈
質
と
し
て
船
に
捕
ら
え
た
︒
さ
ら
に
︑
真
珠
⾙
の
ボ
タ
ン
と
⼀
⼈
の
少
年
ジ
ェ
ミ

ổ
・
ボ
タ
ン
̶
̶
こ
れ
は
彼
が
﹁
ボ
タ
ン
﹂
と
﹁
交
換
﹂
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
名
前
で
あ
る
̶
̶
な
ら
び
に
フ
ィ
エ

ギ
ア
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
̶
̶
こ
れ
も
フ
エ
ゴ
島
の
名
前
と
﹁
籠
﹂
の
語
呂
合
わ
せ
を
想
像
さ
せ
る
̶
̶
と
い
う
少
⼥
に
収
容

し
た
︒
彼
ら
は
そ
の
ま
ま
乗
船
し
︑
引
き
続
き
航
海
を
続
け
︑
⼀
⼋
三
〇
年
イ
ギ
リ
ス
に
帰
還
し
た
︒
フ
エ
ゴ
島
⺠
は
︑

成
⼈
男
性
⼆
名
と
︑
ボ
タ
ン
と
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
四
名
が
イ
ギ
リ
ス
に
到
着
し
た
の
だ
が
︑
あ
い
に
く
成
⼈
男
性
の
⼀
⼈

は
天
然
痘
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒
残
っ
た
⼀
⼈
は
ヨ
ổ
ク
・
ミ
ン
ス
タ
ổ
と
命
名
さ
れ
て
い
た
︒ 

 

フ
ィ
ツ
ロ
イ
は
⽣
き
残
っ
た
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
で
あ
る
ジ
ェ
ミ
ổ
︑
フ
ィ
エ
ギ
ア
︑
ヨ
ổ
ク
の
三
名
を
⽣
ま
れ
故
郷
の
フ

エ
ゴ
島
に
帰
還
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
イ
ギ
リ
ス
海
軍
が
⼆
度
⽬
の
航
海
計
画
に
フ
ィ
ツ
ロ
イ
を

ビ
ổ
グ
ル
号
の
船
⻑
に
任
命
す
る
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
で
フ
ィ
ツ
ロ
イ
は
︑
⼆
回
⽬
の
航
海
の
後
に
ダ
ラ
ム

市
議
会
議
員
や
ニ
ュ
ổ
ジ
ラ
ン
ド
総
督
に
選
ば
れ
る
が
︑
政
治
の
ほ
う
は
苦
⼿
で
あ
っ
た
よ
う
で
は
か
ば
か
し
い
成
果

は
あ
げ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
気
象
観
測
な
ど
の
⾃
然
科
学
の
分
野
で
研
究
す
る
こ
と
に
は
⻑
け
て
い
た
︒
彼
は
フ
ィ
ツ

ロ
イ
式
気
圧
計
を
考
案
し
た
り
気
象
観
測
の
研
究
に
通
じ
て
い
た
︒
後
年
は
天
気
の
予
測
を
新
聞
掲
載
す
る
と
い
う
今

⽇
の
天
気
予
報
の
先
駆
け
の
よ
う
な
こ
と
も
お
こ
な
っ
た
︒
フ
ィ
ツ
ロ
イ
は
⼆
回
⽬
の
航
海
の
船
⻑
に
任
命
さ
れ
た
時
︑

博
物
学
︵
ữ
⾃
然
史
︶
の
研
究
者
を
乗
船
さ
せ
︑
⾃
分
の
任
務
で
あ
る
南
⽶
の
沿
岸
測
量
の
任
務
の
ほ
か
に
︑
周
辺
の
博

物
学
的
調
査
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
︒
こ
の
計
画
は
︑
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
も
の
で
は
な
く
︑
フ
ィ
ツ
ロ
イ
⾃
⾝
の
考

案
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
乗
船
す
る
博
物
学
者
は
無
給
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
⼤
学
を
卒
業
後
︑
ア
フ
リ
カ
北
⻄
岸
沖
に
あ
る
カ
ナ
リ
ア
諸
島
へ
の
博
物
学
探
検
旅

⾏
の
計
画
を
ヘ
ン
ス
ロ
ổ
師
に
打
ち
明
け
て
い
た
︒
ヘ
ン
ス
ロ
ổ
師
の
紹
介
も
あ
り
⼋
⽉
の
末
に
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
フ
ィ

ツ
ロ
イ
船
⻑
か
ら
正
式
に
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
で
の
探
検
航
海
に
博
物
学
者
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
誘
わ
れ
た
︒
⽗
ロ
バ

ổ
ト
は
︑
こ
の
計
画
へ
の
参
加
に
難
⾊
を
⽰
し
た
が
︑
⺟
⽅
の
叔
⽗
で
将
来
彼
の
舅
︵
ữ
妻
の
⽗
︶
と
な
る
⼆
代
⽬
ジ
ョ

シ
ュ
ア
・
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
の
助
⾔
で
︑
航
海
へ
の
参
加
へ
の
同
意
が
得
ら
れ
た
︒
し
か
し
て
⼀
⼋
三
⼀
年
⼀
⼆
⽉
⼆
七

⽇
ビ
ổ
グ
ル
号
は
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ヴ
ェ
ン
ポ
ổ
ト
港
を
後
に
し
て
四
年
⼀
〇
ヶ
⽉
の
航
海
に
出
た
の
で
あ
る
︒ 

 

４
⁔
野
蛮
⼈
と
の
遭
遇 

  

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
フ
エ
ゴ
島
に
到
達
す
る
ま
で
に
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
の
寄
港
地
で
あ
っ
た
︑
ケ
ổ
プ
・
ベ
ル
デ
諸
島
を
経
由

し
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ル
バ
ド
ổ
ル
︵
バ
イ
ア
︶︑
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
︑
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
︑
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
を
経
て

パ
タ
ゴ
ニ
ア
沿
岸
︑
お
よ
び
フ
ォ
ổ
ク
ラ
ン
ド
諸
島
︵
マ
ル
ビ
ナ
ス
︶
の
各
地
を
探
検
し
て
い
る
︒ 

 

⼀
⼋
三
⼆
年
⼀
⼆
⽉
⼀
七
⽇
ビ
ổ
グ
ル
号
は
︑
フ
エ
ゴ
島
の
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
岬
を
南
下
し
な
が
ら
⻄
に
舵
を
と
り
︑

グ
ッ
ド
・
サ
ク
セ
ス
湾
に
錨
を
降
ろ
し
た
︒
こ
の
と
き
陸
地
に
い
た
フ
エ
ゴ
島
⺠
が
⾶
び
跳
ね
な
が
ら
船
を
追
い
か
け

奇
声
を
発
し
︑
⼣
暮
れ
に
は
み
す
ぼ
ら
し
い
家
に
⽕
を
焚
く
姿
を
乗
組
員
た
ち
は
⾒
て
い
る
︒
翌
朝
フ
ィ
ツ
ロ
イ
船
⻑

は
︑
彼
ら
と
﹁
交
渉
す
る
﹂
グ
ル
ổ
プ
を
派
遣
し
︑
そ
の
メ
ン
バ
ổ
に
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
も
含
ま
れ
て
い
た
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
接
触
し
た
の
は
︑
ハ
ウ
シ
ュ
︵H

aush

︶
と
呼
ば
れ
︑
ま
た
マ
ネ
ケ
ン
ク
ン
︵M

anekenkn

︶
と
⾃
称

す
る
⼈
た
ち
で
あ
っ
た
︒
ハ
ウ
シ
ュ
の
⼈
た
ち
は
⾔
語
的
に
は
よ
り
近
い
オ
ナ
︵O

na

︶
あ
る
い
は
シ
ェ
ル
ク
ナ
ム

︵Shelknam

︶
と
呼
ば
れ
る
よ
り
⼤
き
な
⺠
族
集
団
と
祖
先
を
同
じ
く
し
て
お
り
︑
⽂
化
の
諸
要
素
は
共
通
す
る
も
の
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が
多
い
︒
し
か
し
オ
ナ
は
こ
の
当
時
︑
東
岸
の
⼭
岳
地
帯
を
越
え
て
ハ
ウ
シ
ュ
の
居
住
地
帯
に
侵
⼊
し
し
ば
し
ば
襲
撃

を
企
て
て
い
た
と
い
う
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
記
述
に
よ
る
と
ジ
ェ
ミ
ổ
少
年
は
タ
ケ
ニ
カ
︵T

akenika

︶
と
呼
ば
れ
る
グ

ル
ổ
プ
に
属
し
て
い
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
集
団
は
何
ら
か
の
親
族
を
あ
ら
わ
す
出
⾃
集
団
の
名
称
を
指
す

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
フ
エ
ゴ
島
に
は
︑
ハ
ウ
シ
ュ
が
住
む
フ
エ
ゴ
島
南
東
端
よ
り
も
さ
ら
に
東
側
の
沿
岸
に
帯
状
に

広
が
り
棲
ん
で
い
た
ヤ
ガ
ン
︵Yahgan

︶
と
⾃
称
す
る
⼈
々
が
お
り
︑
さ
ら
に
そ
の
⻄
北
太
平
洋
岸
に
沿
っ
て
北
上
す

る
と
ア
ラ
カ
ル
フ
︵Alacaluf
︶
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
い
た
︒
当
時
︑
彼
ら
の
⽂
化
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
資
料
は
な
か

っ
た
し
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
こ
の
こ
と
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
不
案
内
で
あ
っ
た
︒
彼
は
︑
こ
れ
ら
の
⼈
々
に
つ
い
て
時
に

相
互
に
区
別
し
て
呼
ん
だ
り
︑
時
に
﹁
野
蛮
⼈
﹂
と
し
て
⼀
括
し
て
⾔
及
し
て
い
る
︒
な
お
本
章
で
私
が
⾔
う
﹁
フ
エ
ゴ

島
⺠
﹂
な
い
し
は
フ
エ
ゴ
島
の
﹁
先
住
⺠
﹂
と
は
ハ
ウ
シ
ュ
の
⼈
々
を
さ
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
⼈
々
は
︑
海
岸
で
は
⿂

介
類
や
海
獣
を
︑
ま
た
内
陸
に
お
い
て
は
⼤
型
⿃
類
や
哺
乳
類
を
捕
獲
し
て
い
た
狩
猟
採
集
⺠
で
あ
り
︑
同
じ
と
こ
ろ

に
定
住
す
る
こ
と
は
な
く
主
に
沿
岸
を
カ
ヌ
ổ
で
移
動
し
な
が
ら
︑
簡
単
な
キ
ャ
ン
プ
を
つ
く
り
フ
エ
ゴ
島
の
沿
岸
に

広
域
的
に
分
散
し
て
⽣
計
を
た
て
て
暮
ら
し
て
い
た
︒ 

 

さ
て
フ
ィ
ツ
ロ
イ
船
⻑
以
下
の
上
陸
隊
は
︑
恐
る
恐
る
彼
ら
と
接
触
を
開
始
し
た
︒﹃
ビ
ổ
グ
ル
号
航
海
記
﹄
に
は
︑

⼀
群
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
が
こ
ち
ら
も
ま
た
恐
る
恐
る
掘
⽴
⼩
屋
の
家
か
ら
遠
巻
き
に
上
陸
隊
を
⾒
守
り
︑そ
の
⼿
前
に﹁
⻑

⽼
﹂
格
の
⽼
⼈
が
上
陸
隊
︵
た
だ
し
図
像
に
は
登
場
し
な
い
︶
を
迎
え
て
い
る
ス
ケ
ッ
チ
が
収
載
さ
れ
て
い
る
︒
上
陸
隊

に
加
わ
っ
た
ジ
ェ
ミ
ổ
は
︑
こ
の
住
⺠
た
ち
の
こ
と
ば
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
も
も
ち
ろ
ん
先

住
⺠
の
⾔
葉
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
代
わ
り
に
上
陸
隊
は
⾝
振
り
⼿
振
り
で
フ
エ
ゴ
島
⺠
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ổ

シ
ョ
ン
を
試
み
て
い
る
︒こ
の
先
住
⺠
と
の
接
触
の
⽅
法
は
︑そ
れ
よ
り
は
る
か
以
前
に
遡
る
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
探
検
や
︑

こ
の
接
触
当
時
か
ら
遡
る
こ
と
半
世
紀
前
の
ク
ッ
ク
の
探
検
に
お
け
る
や
り
⽅
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
は
い
な
い
︒
彼

ら
が
先
住
⺠
の
⾔
語
を
理
解
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
⼈
類
学
の
誕
⽣
以
前
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
最
⼤
の
特
徴
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

５
⁔
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
印
象 

  

フ
エ
ゴ
島
⺠
と
上
陸
隊
と
の
接
触
は
次
の
よ
う
な
⾔
葉
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
︒ 

 

﹁
挨
拶
の
で
き
る
距
離
に
わ
れ
わ
れ
が
到
着
し
た
と
き
︑
我
々
を
受
け
⼊
れ
る
た
め
に
進
み
出
た
四
⼈
の
先
住
⺠
の
⼀

⼈
は
︑
上
陸
す
る
場
所
を
教
え
る
の
に
激
し
く
叫
び
だ
し
た
︒
我
々
が
海
岸
に
つ
く
と
︑
先
住
⺠
の
連
中
は
や
や
警
戒
し

て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
間
か
な
り
速
く
喋
り
か
つ
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ổ
を
続
け
て
い
た
︒
私
が
か
つ

て
⾒
た
な
か
で
は
最
も
奇
妙
で
興
味
の
あ
る
⾒
せ
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
野
蛮
⼈
と
⽂
明

化
さ
れ
た
⼈
の
間
に
こ
れ
ほ
ど
著
し
い
隔
た
り
が
あ
る
と
は
私
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
⼈
間
に
は
改
善
の

偉
⼤
な
⼒
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
︑
こ
の
隔
た
り
は
野
⽣
動
物
と
家
畜
と
の
差
よ
り
も
さ
ら
に
⼤
き
な
違
い
が
あ
る
﹂

︵D
arw

in 1997:195-6

︶ 

  

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
幾
度
も
先
住
⺠
た
ち
と
の
違
和
感
を
主
に
視
覚
的
表
現
を
通
し
て
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
彼
ら
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の
み
す
ぼ
ら
し
く
奇
妙
な
⾐
装
や
顔
⾯
の
装
飾
に
も
っ
と
も
典
型
的
に
表
れ
る
︒﹃
ビ
ổ
グ
ル
号
航
海
記
﹄
の
別
の
箇
所

で
は
︑
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
の
宣
教
師
た
ち
が
︑
先
住
⺠
の
顔
や
四
肢
へ
の
刺
⻘
を
野
蛮
の
表
象
と
し
て
つ
ね
に
嫌
悪
し
︑
そ
の

習
慣
を
幾
度
も
⽌
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
⾔
及
が
あ
る
︒
他
⽅
︑
先
住
⺠
⽂
化
に
対
す
る
⼈
類
学
の
初
期

の
記
録
に
は
こ
れ
ら
の
刺
⻘
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
事
細
か
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
先
住
⺠
の
顔
⾯
や
⾝
体
の
他

の
部
位
へ
の
装
飾
は
﹁
他
者
﹂
で
あ
る
彼
ら
と
﹁
⾃
⼰
﹂
と
し
て
の
私
た
ち
を
︑
も
っ
と
も
際
だ
た
せ
る
異
⽂
化
表
象
な

の
で
あ
っ
た
︒ 

 

フ
エ
ゴ
島
⺠
と
接
触
し
た
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
頭
の
中
に
は
︑
⽂
明
⼈
と
先
住
⺠
の
絶
対
的
な
距
離
の
隔
た
り
し
か
な
い
︒

そ
れ
は
︑
先
住
⺠
を
⽂
明
⼈
と
分
か
つ
特
異
的
な
能
⼒
の
差
に
現
れ
る
︒ 

 

﹁
彼
ら
は
す
ば
ら
し
く
物
ま
ね
上
⼿
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
が
咳
を
し
た
り
︑
あ
く
び
を
し
た
り
︑
あ
る
い
は
な
に
か
変
わ

っ
た
動
作
を
す
る
と
︑
彼
ら
は
す
ぐ
そ
の
ま
ね
を
し
た
︒
…
…
彼
ら
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
話
し
か
け
た
単
語
の
⼀
つ
⼀
つ
の

語
を
正
確
に
繰
り
返
し
︑
し
ば
ら
く
の
間
そ
れ
ら
の
単
語
を
覚
え
て
い
た
︒
…
…
す
べ
て
の
野
蛮
⼈
は
並
は
ず
れ
て
︑
こ

の
模
倣
の
⼒
を
も
っ
て
い
る
と
み
え
る
︒
…
…
こ
の
能
⼒
を
ど
う
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
こ
れ
は
野
蛮

な
状
態
に
あ
る
す
べ
て
の
⼈
々
に
共
通
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
︑
永
ら
く
⽂
化
的
教
養
に
浴
し
て
い
る
⼈
々
と
⽐
較
し
て

も
︑
知
覚
の
よ
り
実
践
的
な
慣
習
や
よ
り
鋭
敏
な
感
覚
の
帰
結
に
よ
る
も
の
で
あ
る
﹂︵D

arw
in 1997:196-7

︶ 

  

模
倣
の
能
⼒
の
み
な
ら
ず
五
感
の
感
覚
能
⼒
に
つ
い
て
先
住
⺠
の
ほ
う
が
⽂
明
⼈
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
種

の
記
録
は
︑
当
時
の
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
の
知
識
⼈
に
共
通
し
た
⾒
解
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
こ
の
主
張
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
後
に

打
ち
⽴
て
る
⼈
間
の
種
と
し
て
の
⽣
物
学
的
共
通
性
の
主
張
と
は
論
理
的
齟
齬
を
引
き
起
こ
す
︒
な
ぜ
な
ら
⼀
⽅
で
︑

先
住
⺠
と
⽂
明
⼈
の
両
者
の
間
で
感
覚
⼒
に
差
異
が
あ
る
と
⾔
い
︑
他
⽅
で
両
者
は
同
じ
⼈
間
と
し
て
環
境
に
適
応
で

き
る
獲
得
能
⼒
を
も
つ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
先
住
⺠
と
⽂
明
⼈
の
間
の
⽣
物
学
的
な
能
⼒
に
つ
い

て
差
異
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑
⻑
い
間
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
︒
実
際
︑
制
度
的
⼈
類
学
が
誕
⽣
す
る
頃
の
⼀

九
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
か
ら
⼆
〇
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
︑
⼼
理
学
者
︑
医
学
者
︑
そ
し
て
⼈
類
学
者
̶
̶
場
合
に

よ
っ
て
は
三
者
を
⼀
⼈
の
⼈
間
が
掛
け
持
っ
た
̶
̶
た
ち
は
︑
フ
ィ
ổ
ル
ド
に
出
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
⾝
体
能
⼒
や
知

能
検
査
を
含
む
⼼
理
的
能
⼒
の
調
査
に
従
事
し
︑
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
︒
先
住
⺠
と
⽂
明
⼈
の
間
で
︑
⽣

物
学
的
能
⼒
に
お
い
て
先
天
的
な
差
異
と
い
う
も
の
が
な
く
︑
先
住
⺠
の
優
れ
た
感
覚
能
⼒
は
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
こ
の
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
遭
遇
か
ら
遙
か
後
に
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
航
海
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
知
的
レ
ベ
ル
を
︑
ロ
ン
ド
ン
の
動
物
園
に
い
た
﹁
ジ
ェ
ニ

ổ
﹂
と
愛
称
さ
れ
て
い
た
メ
ス
の
オ
ラ
ン
ウ
ổ
タ
ン
や
︑
後
に
結
婚
し
て
⽣
ま
れ
た
⾃
分
の
⼦
供
た
ち
の
観
察
を
通
し

て
︑
⽂
明
⼈
の
⼦
供
と
同
じ
知
的
発
達
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
⾔
語
を
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
理
解

で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
彼
が
い
く
ら
深
く
観
察
し
て
も
︑
彼
⾃
⾝
が
予
め
抱
い
て
い
た
⼈
間
の
⽂
明
の
発
達
に
関
す

る
議
論
か
ら
⾃
由
に
な
れ
な
か
っ
た
主
要
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
︒ 

 

他
⽅
で
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
遭
遇
の
前
ま
で
に
知
っ
て
い
た
フ
エ
ゴ
島
⺠
は
︑
⼀
年
間
⼀
緒
に
航
海
し
て
き
た
﹁
⽂
明
化

し
た
﹂
⼈
た
ち
̶
̶
彼
ら
は
簡
単
な
英
語
が
話
せ
た
̶
̶
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
彼
は
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
に
乗
船
し
て
い

る
三
名
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
と
上
陸
し
て
接
触
し
た
フ
エ
ゴ
島
⺠
が
同
じ
﹁
⼈
種
﹂
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
⾮
常
に
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苦
し
ん
だ
︒
も
ち
ろ
ん
⽂
明
化
し
た
フ
エ
ゴ
島
⺠
に
お
い
て
も
︑
洗
練
さ
れ
た
知
的
能
⼒
を
未
だ
も
っ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
節
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
︑
接
触
し
た
島
⺠
の
⽣
活
の
様
⼦
︑
つ
ま
り
彼

ら
の
⾝
振
り
︑
そ
し
て
彼
ら
の
⾔
語
に
⾮
常
に
奇
異
な
感
じ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
彼
⾃
⾝
は
島
⺠
を
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
す
ら
抱
く
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
最
も
理
解
に
苦
し
ん
だ
の
は
︑

彼
ら
の
⾔
語
で
あ
り
︑
彼
に
と
っ
て
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
聞
こ
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒ 

 

﹁
我
々
が
気
づ
い
た
と
こ
ろ
で
は
︑
こ
れ
ら
の
連
中
の
⾔
語
は
ほ
と
ん
ど
⾳
節
を
は
っ
き
り
と
発
⾳
し
て
は
い
な
い
︒

キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
は
そ
れ
を
咳
払
い
を
す
る
⼈
に
た
と
え
た
が
︑
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
⼈
な
ら
ば
︑
こ
れ
ほ
ど
し
わ
が
れ

た
︑
喉
に
か
か
る
︵
ữ
⼝
蓋
⾳
を
発
し
︶︑
⾆
打
ち
⾳
を
た
て
て
︑
咳
払
い
を
す
る
者
は
い
な
い
﹂︵D

arw
in 1997:196

︶ 

  

他
者
の
⾔
語
が
初
め
て
の
⼈
に
奇
妙
に
聞
こ
え
る
の
は
︑
⼈
間
が
も
つ
基
本
的
偏
⾒
の
⼀
つ
で
あ
り
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
に

お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
︒
ハ
ウ
シ
ュ
を
含
む
オ
ナ
の
⼈
た
ち
の
⾔
語
学
を
含
む
⼈
類
学
的
な
調
査
に
つ
い
て
は

⼆
〇
世
紀
の
最
初
の
四
半
世
紀
に
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
ハ
ウ
シ
ュ
や
オ
ナ
は
︑
隣
接
す
る
ヤ
ガ
ン
の
⼈
た
ち
よ

り
も
︑
パ
タ
ゴ
ニ
ア
南
端
に
住
ん
で
い
た
先
住
⺠
テ
ウ
エ
シ
ュ
︵T

euesh

︶
と
⾔
語
学
的
に
は
類
縁
関
係
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
先
の
引
⽤
で
描
写
し
た
﹁
⾆
打
ち
﹂
の
発
⾳
と
は
現
在
の
⾔
語
学
に
お
い
て
は
摩
擦
⾳
と

⾔
わ
れ
て
い
る
も
の
で
︑
ま
た
﹁
う
が
い
を
す
る
﹂
⾳
と
は
⼝
蓋
垂
と
い
う
喉
の
⼀
番
奥
の
部
分
で
声
⾨
化
す
る
⾳
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
に
︑
遭
遇
か
ら
お
よ
そ
⼀
世
紀
後
の
⼈
類
学
者
は
オ
ナ
の
⼈
た
ち
の
発
⾳
上
の
特
徴
を
破
裂

⾳
と
軟
⼝
蓋
⾳
に
特
徴
づ
け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
⾳
声
は
︑
⾮
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
語
に
は
広
く
み
ら
れ
る
発
⾳
の
形
式
で

あ
り
︑
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
は
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
︒ 

 

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
視
覚
表
象
と
と
も
に
︑
⼈
間
の
主
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ổ
シ
ョ
ン
の
⼿
段
で
あ
る
⾔
語
活
動
も
ま

た
︑
こ
の
よ
う
に
未
開
と
⽂
明
を
分
か
つ
⼀
つ
の
特
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
︑
⽂
明
化
さ
れ
て
い
る
⻄

ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
の
⾔
語
よ
り
も
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
⾔
語
は
劣
っ
て
お
り
︑
そ
れ
が
発
⾳
上
の
違
い
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
た

の
だ
︒
し
か
し
︑
今
⽇
で
は
特
定
の
⾔
語
の
間
に
優
劣
が
あ
る
と
い
う
考
え
⽅
は
放
棄
さ
れ
︑
⼈
間
は
特
定
の
⾔
語
に
お

い
て
意
味
の
差
異
を
作
り
出
す
だ
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
声
を
区
別
す
る
の
で
あ
り
︑
発
声
の
区
分
か
ら
⽣
ま
れ
た
発
⾳

そ
の
も
の
に
優
劣
の
差
異
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
︑
ま
た
そ
の
よ
う
な
⾏
為
は
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
現
在
の
⼈
類
学
の
⽔
準
か
ら
⾔
え
ば
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
観
察
は
独
断
と
偏
⾒
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
︑
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
の
⽂
明
⼈
と
の
隔
た
り
に
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
︑
そ
れ
ら
が
先
天
的
な

も
の
で
は
な
く
︑
習
慣
の
差
に
よ
っ
て
現
れ
る
可
変
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
⽬
す
べ
き
で
あ
る
︒

⼈
種
差
別
的
偏
⾒
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
⽂
明
⼈
と
先
住
⺠
の
間
に
移
⾏
不
可
能
な
壁
が
あ
る
と
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
考
え
な

か
っ
た
理
由
の
⼀
つ
に
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ビ
ổ
グ
ル
号
に
乗
船
し
て
い
た
三
⼈
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
観
察
を
通
し

て
で
あ
り
︑
特
に
英
国
⼈
と
共
に
⽣
活
す
る
こ
と
で
﹁
野
蛮
⼈
﹂
は
⽂
明
化
︵
ữ
発
達
︶
す
る
と
彼
が
考
え
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
︒ 

 

６
⁔
フ
ィ
ツ
ロ
イ
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
再
定
住
計
画 
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ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
先
住
⺠
観
は
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
と
の
わ
ず
か
三
⽇
間
の
接
触
だ
け
で
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
︒
そ
の

翌
年
の
⼀
⽉
か
ら
の
三
名
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
再
定
住
計
画
に
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
参
加
す
る
こ
と
で
︑
彼
の
島
⺠
に
関
す
る

イ
メ
ổ
ジ
は
決
定
的
な
も
の
に
な
る
︒ 

 

当
時
⼆
七
歳
の
ビ
ổ
グ
ル
号
船
⻑
フ
ィ
ツ
ロ
イ
は
︑
⼀
⼋
⼆
⼋
年
当
時
に
同
船
に
﹁
収
容
﹂
し
た
三
⼈
の
フ
エ
ゴ
島
⺠

を
︑
⼆
回
⽬
の
航
海
の
最
中
の
⼀
⼋
三
三
年
⼀
⽉
⼀
五
⽇
に
フ
エ
ゴ
島
南
岸
の
ビ
ổ
グ
ル
海
峡
周
辺
に
帰
還
さ
せ
る
計

画
を
実
⾏
に
移
そ
う
と
し
て
い
た
︒
こ
の
具
体
的
計
画
は
フ
エ
ゴ
島
の
南
側
を
東
⻄
に
横
断
す
る
ビ
ổ
グ
ル
海
峡
の
南

に
あ
る
ナ
ヴ
ァ
リ
ン
島
の
⻄
端
の
⼊
り
江
ウ
ổ
リ
ャ
に
︑
宣
教
師
マ
シ
ュ
ổ
と
三
⼈
の
﹁
⽂
明
化
さ
れ
た
﹂
フ
エ
ゴ
島
⺠

三
⼈
を
⼊
植
さ
せ
彼
ら
の
故
郷
へ
の
再
定
住
と
︑
周
辺
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
⽬
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
︑
こ
の
計
画
に
同
⾏
し
た
こ
と
は
︑
彼
に
と
っ
て
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
⽣
活
意
識
を
知
る
た
め
の
︑
あ
る

種
の
参
与
観
察
の
体
験
に
な
っ
た
︒ 

 

⼀
⼋
三
三
年
⼀
⽉
⼀
九
⽇
に
﹁
⽂
明
化
し
た
﹂
三
⼈
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
定
住
の
た
め
の
荷
物
を
載
せ
た
四
隻
の
ボ
ổ
ト

は
︑
ビ
ổ
グ
ル
海
峡
を
⻄
に
進
ん
で
ゆ
き
︑
四
⽇
後
の
⼆
三
⽇
に
⽬
的
地
ウ
ổ
リ
ャ
に
つ
い
た
︒
フ
ィ
ツ
ロ
イ
船
⻑
⾃
ら

率
い
た
こ
の
⼩
⾈
の
船
団
は
︑
ウ
ổ
リ
ャ
を
そ
の
⼊
植
地
と
し
て
定
め
︑
そ
こ
に
⼩
屋
を
建
て
︑
⼆
枚
の
耕
作
地
を
つ
く

り
︑
種
ま
き
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
再
定
住
の
た
め
の
⼊
直
地
に
到
着
す
る
ま
で
に
︑
海
岸
か
ら
は
多
数
の
フ
エ
ゴ
島
⺠

が
船
団
の
姿
を
発
⾒
し
︑
興
奮
し
て
彼
ら
を
追
い
か
け
て
き
て
い
る
︒
や
が
て
知
ら
せ
を
受
け
た
ジ
ェ
ミ
ổ
の
親
族
た

ち
も
⼊
植
地
に
到
着
す
る
︒
フ
ィ
ツ
ロ
イ
や
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
た
ち
は
︑
そ
の
様
⼦
を
観
察
し
た
後
︑
さ
ら
に
⽔
路
︵
ữ
ビ
ổ

グ
ル
海
峡
︶
を
⻄
に
進
み
探
検
を
続
け
て
い
た
︒ 

 

他
⽅
⼊
植
地
で
は
︑
開
拓
の
数
⽇
が
過
ぎ
る
う
ち
に
探
検
隊
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
貰
う
こ
と
を
期
待
し
た
島
⺠

と
︑
満
⾜
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ổ
シ
ョ
ン
が
と
れ
ず
に
い
ら
い
ら
し
て
い
る
探
検
隊
と
の
緊
張
が
徐
々
に
⾼
ま
っ
て
い
っ
た
︒

お
よ
そ
︑
⼀
週
間
後
に
⻄
側
の
海
峡
の
⽔
路
の
探
検
か
ら
⼊
植
地
に
帰
還
し
た
フ
ィ
ツ
ロ
イ
と
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
⼊
植
の

計
画
が
困
難
に
直
⾯
し
て
い
る
と
い
う
報
告
を
受
け
る
︒
つ
ま
り
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
が
お
し
な
べ
て
英
国
⼈
や
ジ
ェ
ニ
ổ

ら
三
名
の
帰
還
フ
エ
ゴ
島
⺠
に
物
乞
い
を
し
︑
応
じ
な
い
場
合
は
脅
迫
し
た
り
盗
ん
だ
り
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
船

⻑
た
ち
は
︑
状
況
の
悪
化
を
考
慮
し
︑
布
教
の
た
め
の
⼊
植
を
あ
き
ら
め
当
初
島
⺠
と
と
も
に
定
住
す
る
予
定
だ
っ
た

英
国
⼈
宣
教
師
マ
シ
ュ
ổ
を
こ
の
⼊
植
地
か
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
を
決
定
す
る
︒
こ
の
⼀
連
に
出
来
事
に
つ
い
て
︑
ジ

ェ
ミ
ổ
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
に
対
し
て
⾃
分
た
ち
の
同
胞
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
︑
初
め
て
⼝
汚
い
﹁
英
語
﹂
の
⾔

葉
を
吐
い
て
お
り
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
を
驚
か
し
て
い
る
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
も
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
帰
還
島
⺠
の
再
定
住

の
努
⼒
が
失
敗
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
感
す
る
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
ら
を
乗
せ
た
⼩
⾈
は
⼆
⽉
六
⽇
⼊
植
地
を
出
発
し
︑
翌
⽇
の
⼣
⽅
に
ビ
ổ
グ
ル
号
に
引
き
上
げ
た
︒
そ

の
後
︑
フ
ィ
ツ
ロ
イ
船
⻑
は
⾃
ら
⼩
⾈
を
出
し
て
再
び
⼊
植
地
を
四
⽇
後
に
訪
れ
︑
フ
エ
ゴ
島
の
三
名
が
定
着
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
は
フ
エ
ゴ
島
を
後
に
す
る
こ
と
に
な
る
︒ 

 

ビ
ổ
グ
ル
号
が
フ
エ
ゴ
島
を
再
訪
す
る
の
は
︑
そ
れ
か
ら
⼀
年
後
の
⼀
⼋
三
四
年
⼆
⽉
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ダ
ổ
ウ

ィ
ン
の
予
感
ど
お
り
⼊
植
地
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
時
ウ
ổ
リ
ャ
の
⼊
り
江
に
停
泊
し
て
い
る
ビ
ổ
グ
ル
号
に
⼩

さ
な
旗
を
翻
し
て
丸
⽊
船
が
や
っ
て
き
た
︒
こ
の
⼩
⾈
に
乗
っ
て
い
た
の
が
︑
半
裸
の
﹁
野
蛮
⼈
﹂
の
状
態
に
戻
っ
た
ジ

ェ
ミ
ổ
だ
っ
た
︒
ジ
ェ
ミ
ổ
の
話
に
よ
れ
ば
︑
⼊
植
後
︑
彼
ら
の
再
定
住
地
に
は
オ
ナ
が
北
東
の
⼭
脈
を
越
え
て
襲
撃
に



池⽥光穂：「⼈類学」以前のフィールドワーク 

  
 

9 

き
た
と
い
う
︒
そ
の
後
︑
フ
ェ
ギ
ア
と
ヨ
ổ
ク
は
定
住
地
か
ら
さ
ら
に
⻄
の
ヨ
ổ
ク
の
故
郷
に
去
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
別

れ
際
は
⼊
植
地
に
あ
っ
た
持
ち
物
を
奪
っ
て
い
っ
た
と
い
う
ジ
ェ
ミ
ổ
に
と
っ
て
は
悲
し
い
経
験
だ
っ
た
︒
ジ
ェ
ミ
ổ

は
す
で
に
現
地
で
妻
を
娶
っ
て
お
り
︑
か
つ
て
の
仲
間
の
乗
組
員
た
ち
に
イ
ギ
リ
ス
に
帰
る
つ
も
り
は
な
い
と
⾔
っ
た
︒

ジ
ェ
ミ
ổ
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
を
含
め
た
ビ
ổ
グ
ル
号
の
乗
組
員
多
く
か
ら
別
れ
の
挨
拶
を
受
け
た
後
︑
ビ
ổ
グ
ル
号
を

後
に
し
て
︑
⼊
り
江
に
戻
っ
て
い
っ
た
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
が
⻄
洋
⽂
明
⼈
と
接
触
す
る
度
に
島
⺠
た
ち
が
必
ず
物
乞
い
す
る
こ
と
に
︑
軽
蔑
と

同
時
に
哀
れ
み
の
情
を
抱
い
て
い
た
︒
ま
た
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
フ
エ
ゴ
島
⺠
に
対
し
て
︑
⻄
洋
の
つ
ま
ら
な
い
も
の
︵
ボ

タ
ン
や
リ
ボ
ン
︶
と
⾃
分
た
ち
の
豊
か
な
も
の
︵
⼤
量
の
⿂
介
類
︶
を
惜
し
げ
も
な
く
交
換
す
る
こ
と
に
︑
あ
る
種
の
敬

意
を
抱
い
て
い
た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
に
と
っ
て
先
住
⺠
は
交
換
の
価
値
が
分
か
ら
な
い
無
知
な
⼈
た
ち
で
あ
る
が
︑
そ
れ

を
知
り
な
が
ら
不
当
な
利
益
を
得
る
英
国
⼈
の
態
度
を
恥
じ
て
い
た
︒
先
住
⺠
た
ち
の
権
⼒
の
な
い
状
態
が
︑
彼
ら
に

対
し
て
容
易
に
物
乞
い
を
お
こ
な
う
こ
と
を
容
認
し
︑
私
有
財
産
の
観
念
の
無
さ
が
道
徳
の
⽋
如
を
⽣
み
︑
容
易
に
窃

盗
を
招
く
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
を
英
国
⼈
を
含
め
た
ヨ
ổ
ロ
ッ

パ
の
⼈
間
が
い
く
ら
彼
ら
を
⽂
明
化
し
よ
う
と
し
て
も
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
た
ち
が
抱
く
平
等
化
の
原
理
が
彼
ら
の
所
有
す

る
財
産
を
相
互
に
奪
い
去
り
分
散
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
︑
⽂
明
化
へ
の
発
達
が
遅
れ
る
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
原

始
状
態
の
平
等
な
原
理
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
社
会
は
進
歩
せ
ず
︑
有
⼒
な
⾸
⻑
に
よ
る
統
治
が
そ
の
社
会
に
到
来

し
た
時
に
︑
彼
ら
の
進
歩
が
可
能
に
な
る
と
主
張
す
る
︒ 

 

７
⁔
お
わ
り
に
̶
̶
実
証
主
義
の
理
念
と
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
と
い
う
実
践
̶
̶ 

  

若
き
⽇
の
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
船
出
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
︑フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
オ
ổ
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト︵Auguste 

C
om

te, 1798-1857

︶
は
︑
⼈
間
の
知
識
は
神
学
的
︑
形
⽽
上
学
的
︑
そ
し
て
実
証
的
段
階
と
い
う
三
つ
の
発
展
を
と

お
し
て
進
歩
す
る
と
主
張
し
て
︑
彼
の
⾔
う
と
こ
ろ
の
実
証
哲
学
に
関
す
る
著
述
活
動
を
続
け
て
い
た
︒
コ
ン
ト
が
夢

⾒
て
い
た
思
弁
を
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
そ
れ
と
は
無
関
係
に
実
際
に
⾏
っ
て
い
た
︒﹃
ビ
ổ
グ
ル
号
航
海
記
﹄
が
ダ
ổ
ウ
ィ

ン
の
単
著
と
し
て
出
版
さ
れ
た
時
︑
社
会
運
動
家
の
フ
リ
ổ
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
︵Friedrich Engels, 1820-95
︶

は
﹃
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
状
態
﹄︵1845

︶
を
著
し
た
︒
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
︑
⻘
年
時
代
か
ら
⽗
親
の
経
営
す
る
イ
ギ

リ
ス
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ổ
の
紡
績
⼯
場
で
働
き
︑
労
働
者
の
⽣
活
を
実
際
に
⾒
聞
し
︑
来
る
べ
き
共
産
主
義
⾰
命
の
担
い

⼿
で
あ
る
労
働
者
た
ち
に
夢
を
託
し
て
い
た
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
︑
コ
ン
ト
︑
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
思
考
の
中
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
は
な
に
か
︒
そ
れ
は
⼀
九
世
紀
の
近
代
ヨ
ổ

ロ
ッ
パ
の
知
識
⼈
の
中
に
︑
観
察
を
も
と
に
し
て
理
論
を
構
築
し
︑
そ
れ
を
再
び
経
験
的
事
実
か
ら
確
認
す
る
こ
と
を

通
し
て
︑
理
論
が
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
実
証
主
義
の
理
念
の
存
在
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
証
主
義
の
理
念
が
︑

単
純
に
⼈
類
学
を
し
て
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
と
い
う
知
的
実
践
を
こ
の
学
問
分
野
に
も
た
ら
し
た
と
は
⾔
い
難
い
︒
実

証
主
義
は
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
と
い
う
作
業
を
根
拠
づ
け
る
重
要
な
思
想
で
は
あ
る
が
︑
前
者
の
必
然
の
結
果
と
し
て

後
者
が
⽣
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
︒ 

 

冒
頭
に
あ
げ
た
⼈
類
学
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
特
徴
を
も
う
⼀
度
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
︒
⼈
類
学
に
お
け
る
フ

ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
特
徴
は
︑︵
１
︶
⻑
期
滞
在
︑︵
２
︶
現
地
語
の
習
得
︑︵
３
︶
参
与
観
察
︑
に
あ
る
と
私
は
⾔
っ
た
︒ 



池⽥光穂：「⼈類学」以前のフィールドワーク 

  
 

10 

 
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
の
お
さ
ら
い
に
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
ケ
ổ
ス
を
検
討
し
て
み
よ
う
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は

フ
エ
ゴ
島
⺠
と
⻑
期
に
接
し
た
わ
け
で
も
な
く
︑
現
地
語
を
知
る
ど
こ
ろ
か
習
得
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
︒
も
っ
と

も
探
検
に
お
け
る
フ
エ
ゴ
島
⺠
と
の
濃
厚
な
接
触
が
可
能
に
な
っ
た
は
︑
フ
ィ
ツ
ロ
イ
船
⻑
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
再
定
住
計

画
が
あ
っ
た
か
ら
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
こ
の
計
画
に
参
加
す
る
こ
と
で
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
と
す
く
な
ら
か
ら
ず
相
互
交
流
す

る
こ
と
が
で
き
た
︒
⽂
明
化
の
洗
礼
を
受
け
た
三
⼈
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
ビ
ổ
グ
ル
号
船
内
に
お
け
る
対
話
や
観
察
︑
そ

し
て
彼
ら
を
待
ち
受
け
て
い
た
故
郷
の
⼈
た
ち
と
の
相
互
交
渉
の
ま
っ
た
だ
中
に
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
観
察
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
必
要
条
件
の
う
ち
︵
３
︶
の
参
与
観
察
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
ク
リ
ア
ổ

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒ 

 

短
い
フ
エ
ゴ
島
で
の
滞
在
︑
そ
し
て
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
⼈
間
以
外
の
博
物
学
上
の
観
察
に
⼒
を
注
い
で
い
た
た
め
に
︑

彼
は
フ
エ
ゴ
島
の
⼈
た
ち
か
ら
⾔
語
を
学
ぼ
う
と
い
う
発
想
は
全
く
な
か
っ
た
︒
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
奇
妙
な
⾔
語
を

介
し
て
島
⺠
た
ち
が
何
を
⾔
お
う
と
し
て
い
る
の
か
︑
彼
に
は
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
⼈
類
学
上
の
フ

ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
に
必
要
な
︵
２
︶
の
現
地
語
の
習
得
は
⾏
わ
れ
な
か
っ
た
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
⾔
語
観

は
︑
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
少
な
く
と
も
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
の
諸
⾔
語
と
対
等
な
地
位
を
占
め
て
い
な
い
︒
フ
ェ
ゴ
島
⺠

の
⾔
語
は
︑
模
倣
の
能
⼒
の
発
達
し
た
オ
ラ
ウ
ổ
タ
ン
や
⼦
供
の
⾝
振
り
⾔
語
か
ら
よ
う
や
く
離
陸
し
よ
う
と
し
て
い

る
原
始
的
な
⾔
語
だ
っ
た
か
ら
だ
︒ 

 

最
後
に
︵
１
︶
⻑
期
滞
在
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
フ
エ
ゴ
島
に
滞
在
し
た
期
間
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
︑
ビ

ổ
グ
ル
号
の
探
検
航
海
は
四
年
以
上
に
お
よ
ぶ
⻑
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
彼
は
上
陸
の
折
に
は
で
き
る
か

ぎ
り
⻑
い
間
︑
沿
岸
地
帯
へ
の
旅
⾏
を
お
こ
な
い
︑
多
岐
に
わ
た
る
観
察
記
録
を
残
し
て
い
る
︒
⼈
間
に
関
す
る
観
察
も

そ
の
例
外
で
は
な
い
︒
観
察
に
⻑
期
の
時
間
を
か
け
る
こ
と
の
有
効
性
に
つ
い
て
彼
は
⼗
分
に
認
識
し
て
お
り
︑﹃
ビ
ổ

グ
ル
号
航
海
記
﹄
の
巻
末
の
記
述
に
明
ら
か
で
あ
る
︒
つ
ま
り
乗
船
前
の
偉
⼤
な
博
物
学
者
た
ち
と
の
交
わ
り
︑
そ
し
て

ビ
ổ
グ
ル
号
で
の
貴
重
な
経
験
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
を
し
て
次
の
世
代
の
﹁
若
い
博
物
学
者
﹂
た
ち
に
︑
遠
い
国
々
に
⻑
期

の
旅
を
お
こ
な
う
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
観
察
に
は
⻑
い
時
間
と
︑
実
証
的
⼿
続
き
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
認
識
に
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
到
達
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
︒ 

 

ま
と
め
て
み
よ
う
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
と
︑
⼈
類
学
者
の
そ
れ
と
の
間
に
は
︑
⻑
期
観
察
の
必
要
性

と
参
与
観
察
に
つ
い
て
は
共
通
性
が
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
現
地
語
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
必
要
性
の

認
識
は
完
全
に
⽋
如
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ひ
い
て
は
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
﹁
現
地
⼈
の
視
点
﹂
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

を
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
完
全
に
⽋
落
さ
せ
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
は
︑
フ
エ
ゴ
島
⺠
の
こ
と
を
よ
り
深
く

知
る
こ
と
に
お
い
て
︑
今
⽇
の
⼈
類
学
者
が
当
然
の
こ
と
と
受
け
⽌
め
て
い
る
︵
２
︶
現
地
語
の
習
得
に
︑
な
ぜ
関
⼼
を

も
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
︒
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
フ
エ
ゴ
島
⺠
を
も
と
も
と
研
究
対

象
と
し
な
か
っ
た
こ
と
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
学
ぶ
に
価
し
な
い
下
級
な
⾔
語
だ
と
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た

こ
と
︑
そ
し
て
︑
時
間
的
制
約
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
理
由
は
す
べ
て
妥
当
性
が
あ
る
︒ 

 

で
は
︑
な
ぜ
⼈
類
学
の
調
査
に
お
い
て
⾔
語
の
習
得
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
︒
も
っ
と
も
簡
単
な
説
明
は
こ
う
で
あ

る
︒
⼈
間
の
活
動
に
お
い
て
⾔
語
が
占
め
る
⽐
重
は
⼤
き
い
︑
⾔
語
を
流
暢
に
話
し
︑
現
地
の
⼈
た
ち
が
⾔
っ
て
い
る
こ

と
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
︑
実
証
的
な
観
点
か
ら
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
証
主
義
の
寵
児
た
る

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
に
は
そ
の
こ
と
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
？ 
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現
地
語
を
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
︑
じ
つ
は
実
証
主
義
と
は
別
の
系
譜
を
も
っ
た
活
動
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ

る
︒
こ
の
時
期
に
現
地
語
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
は
実
は
科
学
者
で
は
な
く
︑
植
⺠
地
な
い
し
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に

お
け
る
宗
教
家
︵
特
に
宣
教
師
︶
や
法
律
家
た
ち
で
あ
っ
た
︒
⾔
語
を
学
ぶ
こ
と
は
布
教
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
̶
̶
も

ち
ろ
ん
彼
ら
は
同
時
に
植
⺠
地
宗
主
国
つ
ま
り
ヨ
ổ
ロ
ッ
パ
の
⾔
語
に
よ
る
教
育
を
同
時
に
始
め
て
い
る
が
̶
̶
ま
た
︑

⼟
地
問
題
を
始
め
と
す
る
先
住
⺠
と
政
府
・
開
拓
者
と
の
間
の
紛
争
を
法
廷
で
処
理
す
る
に
は
︑
先
住
⺠
の
慣
習
︑
と
く

に
宗
教
観
や
法
的
観
念
に
通
じ
︑
ひ
い
て
は
現
地
語
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
宗
教
家
や
法

律
家
̶
̶
後
者
の
ア
マ
チ
ュ
ア
⼈
類
学
者
の
例
と
し
て
モ
ổ
ガ
ン
︵Lew

is H
enry M

organ, 1818-81

︶
が
挙
げ
ら
れ

る
̶
̶
は
⾔
葉
を
学
び
︑
語
彙
を
増
や
し
︑
⼈
々
と
共
に
暮
ら
す
時
間
が
増
え
る
に
連
れ
て
先
住
⺠
社
会
の
⽂
化
の
概

観
に
つ
い
て
報
告
を
始
め
た
︒
そ
の
時
に
初
め
て
︑
野
蛮
⼈
の
模
倣
の
能
⼒
に
つ
い
て
︑
あ
れ
こ
れ
想
像
⼒
を
働
か
す
よ

り
も
︑
そ
の
実
⽣
活
の
内
実
に
関
⼼
を
も
ち
は
じ
め
た
︒
ま
た
﹁
う
が
い
を
す
る
﹂
発
⾳
に
驚
嘆
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ

の
発
話
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
は
じ
め
た
︒
こ
れ
ら
は
⼈
類
学
者
が
﹁
現
地
⼈
の
視
点
﹂
と
呼
ぶ
情
報
を
得
よ
う

と
す
る
こ
と
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 

も
ち
ろ
ん
布
教
や
法
律
の
実
践
に
必
要
と
な
る
現
地
語
の
学
習
の
動
機
と
︑
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
に
お
け
る
現
地
語

の
学
習
の
動
機
は
︑
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
︒
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
に
お
け
る
現
地
語
の
習
得
の
動
機
は
︑
そ
の
実
証

主
義
的
な
⽬
的
を
完
遂
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
他
⽅
︑
宗
教
や
法
律
の
実
践
の
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る
活
動
に
お
け

る
現
地
語
の
習
得
は
別
の
動
機
に
由
来
す
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
の
歴
史
を
繙
け
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
︑

布
教
は
現
地
⼈
を
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
法
廷
で
の
訴
訟
に
先
住
⺠
が
意
⾒
を
主
張
す

る
に
は
︑
⽂
明
⼈
と
同
じ
法
的
権
利
を
有
す
る
同
じ
⼈
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
宗
教
家
や
法
律

家
は
︑
相
⼿
︵
ữ
先
住
⺠
︶
の
世
界
に
深
く
介
⼊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
相
⼿
の
世
界
に
介
⼊
す
る
た
め
に
は
︑
む
し

ろ
相
⼿
の
世
界
の
こ
と
に
精
通
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
︒
現
地
語
の
習
得
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
先
住
⺠
の
社

会
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
す
る
活
動
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
今
⽇
ま
で
世
界
の
先
住
⺠
の
⾔
語
に
つ
い
て
豊
富
な
資
料
を
収

集
し
つ
づ
け
て
き
た
の
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ウ
ィ
ク
リ
フ
聖
書
教
会
で
あ
る
︒
彼
ら
の
⾔
語
資
料
の
収
集
と
分
析
の

⽬
的
は
⽂
字
化
さ
れ
て
い
な
い
現
地
語
の
書
記
法
を
完
成
さ
せ
︑
聖
書
の
現
地
語
化
を
押
し
進
め
る
こ
と
で
︑
キ
リ
ス

ト
教
の
布
教
を
進
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
⾔
語
の
理
解
が
︑
相
⼿
の
世
界
の
介
⼊
を
前
提
に
動
機
づ
け
ら
れ
る

⼀
つ
の
例
で
あ
る
︒ 

 

ダ
ổ
ウ
ィ
ン
が
フ
エ
ゴ
島
⺠
と
接
触
し
て
か
ら
半
世
紀
後
︑
の
ち
に
進
化
主
義
⼈
類
学
と
よ
ば
れ
る
⼈
類
学
理
論
が

タ
イ
ラ
ổ
ら
に
よ
っ
て
す
で
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
⼈
類
学
の
理
論
的
関
⼼
は
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
や
︑
そ
れ
と
は

全
く
系
譜
を
異
に
す
る
ス
ペ
ン
サ
ổ
の
進
化
主
義
的
思
想
の
影
響
を
受
け
て
︑
⼈
間
の
社
会
の
歴
史
的
発
展
を
進
化
論

か
ら
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
⼒
点
が
注
が
れ
た
︒
そ
の
た
め
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
で
の
実
証
的
資
料
は
︑
訓
練
さ
れ
た
⼈

類
学
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
必
要
は
特
に
な
く
宣
教
師
の
報
告
で
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
⾔
う
ま
で
も
な
く

タ
イ
ラ
ổ
も
ま
た
実
証
主
義
時
代
の
学
者
で
あ
り
︑
初
期
の
⼈
類
学
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
﹃
⼈
類
学
に
お
け
る
記

録
と
質
問 N

otes and Q
ueries on Anthropology

﹄
の
⼀
⼋
⼋
⼀
年
度
版
に
﹁
⾮
⽂
明
の
地
に
お
け
る
旅
⾏
と
居
住

の
効
⽤
﹂
と
い
う
⽂
章
を
寄
稿
し
て
い
る
︒
理
論
的
指
向
が
つ
よ
く
実
証
が
難
し
い
進
化
主
義
的
な
歴
史
的
再
構
成
の

仮
説
を
証
明
す
る
と
い
う
試
み
を
放
棄
し
︑
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
の
実
践
そ
の
も
の
か
ら
得
ら
れ
た
第
⼀
次
資
料
の
操

作
を
通
し
て
⼈
類
学
理
論
を
作
る
の
だ
と
い
う
機
能
主
義
が
イ
ギ
リ
ス
の
学
界
に
登
場
す
る
の
は
︑
ダ
ổ
ウ
ィ
ン
の
フ
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エ
ゴ
島
探
検
の
お
よ
そ
⼀
世
紀
後
の
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
⼈
類
学
﹂
以
前
の
フ
ィ
ổ
ル
ド
ワ
ổ
ク
に
お

い
て
︑
⼤
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
現
地
語
の
習
得
は
︑
そ
の
時
に
は
﹁
現
地
⼈
の
視
点
﹂
を
通
し
て
対
象

社
会
を
把
握
す
る
た
め
の
︑
重
要
な
道
具
と
し
て
⼈
類
学
者
に
と
っ
て
不
可
⽋
な
活
動
に
な
っ
て
い
た
︒ 

  


