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は
じ
め
に

現
代
世
界
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
し
ば
し
ば
多
民
族
・
多
文
化

の
共
存
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
近
年
は
少
数
民
族
に
対
す
る
関
心

が
高
ま
り
、
そ
の
言
語
や
文
化
を
い
か
に
保
護
す
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
他
方
で
人
文
社
会
科
学
に
お
い

て
は
、
民
族
お
よ
び
そ
の
文
化
や
伝
統
が
、
政
治
・
社
会
状
況
に
応

じ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
半
ば
自
明
な
こ
と
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

世
界
で
最
も
大
き
な
領
土
を
占
め
、
そ
の
内
部
に
多
様
な
民
族
を

抱
え
る
ロ
シ
ア
も
、
国
内
の
少
数
民
族
へ
の
対
応
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
ソ
連
崩
壊
前
後
に
は
、
各
民
族
か
ら
言
語
や
文

化
の
復
権
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
た
。
し
か
し
近
年
の
研
究
で
は
、

ソ
連
期
を
通
じ
て
言
語
等
で
の
い
わ
ゆ
る
ロ
シ
ア
化
の
進
行
は
あ
っ

た
も
の
の
、
各
民
族
文
化
が
育
成
さ
れ
る
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
佐
々
木
（
二
〇
〇
三
）
は
、
旧
ソ
連
地
域
に

お
い
て
、
行
政
と
民
族
学
者
、
先
住
民
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、「
民

族
文
化
」
が
定
義
さ
れ
、
実
体
化
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

論
　
文現

代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
運
動
の
な
か
の

「
民
族
文
化
」表
象
と
そ
の
限
界

―
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン（
受
洗
タ
タ
ー
ル
）の「
民
族
的
祭
り
」
を
事
例
に

櫻
間　

瑛

こ
う
し
た
面
を
踏
ま
え
つ
つ
、
塩
川
（
二
〇
〇
四
：
二
五
六
―
二

五
七
）
は
、
民
族
を
「
単
に
『
恣
意
』『
虚
構
』『
幻
想
』
と
し
て
片

付
け
る
だ
け
で
は
、
当
事
者
の
意
識
に
即
し
た
内
在
的
な
理
解
が
で

き
な
い
」
と
し
、「『
民
族
』『
言
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
歴
史
的
な
可
変
性
を
押
さ
え
な
が
ら
、
か
と
い
っ
て
単
純
に

そ
れ
を
虚
妄
と
し
て
片
づ
け
る
の
で
も
な
く
、
歴
史
の
中
で
形
成
・

再
形
成
さ
れ
、
し
ば
し
ば
あ
た
か
も
強
固
な
実
体
で
あ
る
か
に
立
ち

現
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
把
握
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。
現
在
の

旧
ソ
連
圏
を
見
る
と
、
ソ
連
時
代
の
制
度
や
観
念
と
連
続
す
る
面
が

看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
、
高
倉
（
二
〇
〇
八
：
六
）

は
、「『
伝
統
』
と
『
社
会
主
義
』
さ
ら
に
『
そ
の
後
の
現
在
』
が
同

時
代
の
光
景
と
し
て
眼
前
に
迫
っ
て
く
る
」
現
実
を
踏
ま
え
、
こ
の

「
三
つ
の
歴
史
的
位
相
を
同
時
代
性
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
」
す
る

も
の
と
し
て
、
ポ
ス
ト
社
会
主
義
人
類
学
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て

い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
視
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ソ
連
お
よ
び

そ
れ
以
前
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
現
在
の
民
族
運
動
の
あ
り

方
に
関
し
、
自
ら
の
存
在
を
示
す
た
め
の
「
民
族
文
化
」
の
提
示
の

仕
方
か
ら
考
察
す
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
内
で
最
大

の
少
数
民
族
で
あ
る
、
テ
ュ
ル
ク
系
民
族
の
タ
タ
ー
ル
（T

atar

）

の
中
の
少
数
グ
ル
ー
プ
と
さ
れ
つ
つ
も
、
近
年
独
自
の
民
族
集
団
と

し
て
の
自
己
主
張
を
行
っ
て
い
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
（K

riashen

）
で

あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
彼
ら
が
自
ら
の
「
民
族
文
化
」
を
示
す
た
め

と
し
て
実
施
し
て
い
る
ピ
ト
ラ
ウ
（Pitrau

）
に
つ
い
て
、
そ
の
雛

形
と
な
っ
て
い
る
タ
タ
ー
ル
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
（Sabantui

）
と
あ

わ
せ
て
、
歴
史
的
変
遷
と
現
在
の
様
子
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

タ
タ
ー
ル
は
、
ソ
連
崩
壊
前
後
よ
り
、
言
語
の
地
位
の
向
上
や
歴

史
の
見
直
し
を
中
心
に
、
民
族
復
興
運
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
タ
タ
ー
ル
を
名
称
民
族
と
す
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国

（Respublika T
atarstan

）
は
、
積
極
的
に
こ
う
し
た
民
族
運
動
を

支
援
す
る
と
と
も
に
、
多
民
族
共
存
と
い
う
自
己
演
出
を
行
っ
て
い

る
。
特
に
、
こ
う
し
た
活
動
が
巧
み
な
政
治
力
に
よ
っ
て
進
め
ら

れ
、
目
立
っ
た
紛
争
な
ど
が
回
避
さ
れ
て
い
る
面
で
も
注
目
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
を
巡
る
論
争
は
、
民
族
政
策
が

抱
え
る
内
在
的
な
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
（Sokolovskii 2004; 

櫻
間 

二
〇
〇
九
）。
こ
う
し
た
研
究
は

基
本
的
に
政
策
と
言
説
レ
ベ
ル
の
分
析
に
留
ま
り
、
具
体
的
な
文
化

活
動
の
内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日

常
の
活
動
の
中
で
い
か
に
し
て
自
分
た
ち
の
民
族
を
表
現
し
、
正
当

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
の
民
族
問

題
・
政
策
と
現
実
の
相
互
作
用
を
理
解
す
る
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
に
つ
い
て
は
、
タ
タ
ー
ル
の
研
究
者
を
中
心
に
多
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く
の
論
考
が
あ
り
、
帝
政
期
末
期
の
実
施
の
様
子
に
つ
い
て
の
詳
細

な
研
究
の
ほ
か
（U

razm
anova 2001

）、
現
代
に
至
る
実
施
の
変

遷
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（Rorlich 1982; 

Sharafutdinov 2004

）。
こ
う
し
た
研
究
は
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
内
容

や
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
与
え
な
が
ら
、「
タ
タ
ー

ル
」
と
い
う
民
族
の
枠
組
み
を
自
明
視
し
つ
つ
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
に

よ
る
民
族
統
合
を
追
認
す
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
一
方
で
は
先
行
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
ソ
連
期
の
民
族

政
策
と
連
続
し
、
タ
タ
ー
ル
の
統
合
に
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
バ
ン

ト
ゥ
イ
の
変
遷
と
現
在
の
様
子
を
示
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
そ
こ

か
ら
派
生
的
に
生
じ
て
い
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
に
よ
る
ピ
ト
ラ
ウ
の
実

践
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
施
の
あ
り
方
と
主
催
者
の
意
図
、
お
よ
び

周
囲
の
評
価
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
ポ
ス
ト
社
会
主

義
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
、「
民
族
文
化
」
実
践
の
実
相
と
、
そ
れ

を
通
じ
た
「
民
族
運
動
」
の
現
状
の
具
体
像
を
示
す
。

歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
民
族
誌
的
な
文

献
を
用
い
て
、
具
体
的
な
内
容
や
位
置
づ
け
の
変
化
を
ま
と
め
る
。

さ
ら
に
、
現
在
の
実
施
の
様
態
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
評
価
に
つ
い

て
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
の
筆
者
自
身
に
よ

る
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
、

聞
き
取
り
お
よ
び
観
察
の
成
果
を
参
照
す
る＊

１

。

本
稿
で
は
、
ま
ず
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の

概
要
を
紹
介
し
た
上
で
、
ソ
連
崩
壊
前
後
か
ら
始
ま
っ
た
タ
タ
ー
ル

の
民
族
文
化
復
興
運
動
、
お
よ
び
そ
れ
に
呼
応
し
て
展
開
し
た
ク

リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
運
動
の
概
要
を
提
示
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、

サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
一
九
世
紀
末
か
ら
現
在
に
至
る
変
遷
を
、
ソ
連
の

政
策
お
よ
び
現
在
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
民
族
文
化
振
興
策
と

の
関
連
か
ら
ま
と
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
間
で
現

在
、
民
族
を
代
表
す
る
祭
り
と
さ
れ
て
い
る
ピ
ト
ラ
ウ
の
歴
史
的
な

変
遷
を
ま
と
め
、
そ
の
実
施
の
様
子
を
紹
介
し
、
特
に
そ
の
主
催
者

に
よ
る
意
図
を
示
す
。
同
時
に
、
そ
れ
に
反
対
す
る
人
や
参
加
し
て

い
な
い
人
の
意
見
も
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
運
動

自
体
が
目
指
す
も
の
と
、
人
々
の
理
解
と
の
齟
齬
を
含
め
た
、
実
状

を
考
察
す
る
。

Ⅰ
タ
タ
ー
ル
民
族
運
動
と
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
問
題

１
タ
タ
ー
ル
と
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
現
在

本
稿
の
舞
台
と
な
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
は
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら

東
に
約
八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
ヴ
ォ
ル
ガ
河
の
中
流
、
カ
マ
河

と
合
流
す
る
地
点
に
位
置
し
て
い
る
。
面
積
は
約
六
八
〇
万
ヘ
ク

タ
ー
ル
で
、
二
〇
一
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
人

口
は
約
三
八
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
領
内
で
は
石
油
が
採
掘
さ
れ
、
ソ

連
時
代
に
ト
ラ
ッ
ク
生
産
工
場
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
経
済
的
に
も

恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
経
済
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
並
ん
で
、
タ
タ

ル
ス
タ
ン
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
成
立
直
後
か
ら
、
そ
の
連
邦
制
形
成

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
特
に
名
称
民
族
で
あ
る
タ
タ
ー

ル
の
民
族
復
興
運
動
と
の
関
連
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る

（K
ondrashov 2000; Graney 2010

）。

タ
タ
ー
ル
と
は
、
言
語
的
に
は
ト
ル
コ
人
や
中
央
ア
ジ
ア
の
カ
ザ

フ
、
ウ
ズ
ベ
ク
と
同
じ
く
テ
ュ
ル
ク
系
に
属
し
、
そ
の
多
く
は
ス
ン

ニ
ー
派
の
ム
ス
リ
ム
と
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
国
内
で
は
、
タ
タ
ル

ス
タ
ン
共
和
国
を
は
じ
め
と
す
る
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
中
流
域
の
ほ
か
、
シ

ベ
リ
ア
や
コ
ー
カ
サ
ス
な
ど
、
ロ
シ
ア
全
土
に
居
住
し
て
お
り
、
二

〇
一
〇
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
タ
タ
ー
ル
と
名
乗
っ
た
人
の
数
は

五
〇
〇
万
人
以
上
に
及
び
、
ロ
シ
ア
国
内
最
大
の
少
数
民
族
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
央
ア
ジ
ア
や
ト
ル
コ
、
さ
ら
に
は
欧
米
な

ど
、
世
界
各
地
に
離
散
集
団
が
存
在
し
て
い
る
（Iskhakov 

2002

）。
タ
タ
ー
ル
は
、
帝
政
期
か
ら
ロ
シ
ア
帝
国
内
の
ム
ス
リ
ム
の
中
心

と
見
な
さ
れ
、
識
字
率
も
高
く
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め

に
起
こ
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
改
良
運
動
（
ジ
ャ
デ
ィ
ー
ド
運
動
）
で
も

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
革
命
前
後
に
も
、
そ
の
影
響
で
生
ま
れ

た
知
識
人
ら
が
積
極
的
に
民
族
自
治
を
求
め
て
活
動
し
た
が
、
ソ
連

邦
外
と
接
す
る
国
境
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
中
央

ア
ジ
ア
各
国
の
よ
う
な
民
族
共
和
国
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
共
和
国
内

の
民
族
自
治
共
和
国
を
形
成
す
る
に
留
ま
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
が
推

進
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ソ
連
＝
社
会
主
義
へ
の
疑
問
も
強
ま
る
中

で
、
各
地
で
民
族
復
興
運
動
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
新
た
に
形
成
さ
れ
た
ロ
シ
ア
連
邦
の
中
で
、
特
に
積
極
的
な
民

族
復
興
運
動
に
従
事
し
た
民
族
の
一
つ
が
タ
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
一

九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
タ
タ
ー
ル
社
会
セ
ン
タ
ー
（T

atarskii 

obshchestvennyi tsentr

：
Ｔ
Ｏ
Ｔ
ｓ
）
を
中
心
に
、
タ
タ
ー
ル
語

の
復
興
、
民
族
自
治
の
拡
大
な
ど
を
求
め
た
運
動
が
起
き
た
（
塩
川 

二
〇
〇
七
）。
そ
の
後
、
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
（M

. Shaim
iev

）
を
中
心

と
す
る
共
和
国
政
府
は
、
こ
う
し
た
運
動
を
自
ら
の
権
威
の
強
化
に

結
び
つ
け
る
べ
く
、
官
製
の
民
族
文
化
組
織
、
全
世
界
タ
タ
ー
ル
・

コ
ン
グ
レ
ス
（V

sem
irnyi kongres tatar

：
Ｖ
Ｋ
Ｔ
）
を
設
立
し

た
。
一
九
九
二
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
総
会
に
は
、
日
本
を
含
む
世

界
各
国
の
離
散
集
団
の
代
表
が
参
加
し
、
言
語
の
復
興
や
教
育
問
題
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な
ど
広
範
な
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
つ
つ
、
自
ら
の
存
在
を
強
く
ア

ピ
ー
ル
し
た
（V

sem
irnyi kongres tatar 1992

）。

具
体
的
に
は
、
特
に
言
語
復
興
が
重
視
さ
れ
、
共
和
国
憲
法
に
よ

り
公
用
語
と
し
て
タ
タ
ー
ル
語
と
ロ
シ
ア
語
が
認
定
さ
れ
、
タ
タ
ル

ス
タ
ン
内
の
学
校
で
の
タ
タ
ー
ル
語
教
育
が
義
務
化
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
街
中
の
表
示
な
ど
も
ロ
シ
ア
語
と
タ
タ
ー
ル
語
の
二
言
語
表
記

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
大
統
領
に
は
、
タ

タ
ー
ル
語
と
ロ
シ
ア
語
の
二
言
語
能
力
が
必
須
と
さ
れ
、
実
質
的
な

タ
タ
ー
ル
優
遇
策
が
採
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
言
語
を
中
心
と
す
る
民
族
文
化
へ
の
関
心
と
並
び
、

顕
著
と
な
っ
た
の
が
宗
教
意
識
の
向
上
で
あ
る
。
ソ
連
時
代
は
、
無

神
論
が
標
榜
さ
れ
、
教
会
や
モ
ス
ク
は
ほ
と
ん
ど
が
機
能
を
停
止

し
、
宗
教
的
と
さ
れ
る
祭
り
や
習
慣
へ
の
圧
力
が
か
け
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
ソ
連
が
崩
壊
す
る
と
、
人
々
の
間
で
再
び
宗
教
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
へ
の
関
心
は
、
民
族
意
識
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
ｓ
が
一
九
九
一
年
に
採

択
し
た
第
二
綱
領
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
民
族
文
化
、
社
会
の
道
徳

形
成
の
基
盤
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
た
（Sultanov 1999: 144

）。

ま
た
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
ｓ
か
ら
分
か
れ
、
よ
り
急
進
的
な
活
動
を
展
開
し
た

「
同
盟
」
グ
ル
ー
プ
の
代
表
バ
イ
ラ
モ
ヴ
ァ
は
、
タ
タ
ー
ル
民
族
の

未
来
・
独
立
・
幸
福
、
タ
タ
ー
ル
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
回
帰
の
た
め

に
闘
う
と
宣
言
し
た
（Sultanov 1999: 48

）。

タ
タ
ル
ス
タ
ン
政
府
は
、
タ
タ
ー
ル
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
結
び
つ
き

を
認
め
つ
つ
、
他
宗
教
と
の
共
存
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
と

し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
カ
ザ
ン
・
ク
レ
ム
リ
ン
で
、
タ

タ
ル
ス
タ
ン
政
府
は
、
そ
の
内
部
に
モ
ス
ク
の
建
設
を
進
め
る
（
二

〇
〇
五
年
に
竣
工
）
と
同
時
に
、
ソ
連
時
代
に
機
能
を
停
止
し
て
い

た
生
神
女
福
音
大
聖
堂
の
復
興
も
推
し
進
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
キ
リ

ス
ト
教
の
共
存
を
可
能
に
す
る
空
間
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
初
か
ら
タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
、
そ
の
多
民
族
性
を
強
調

し
、
ロ
シ
ア
人
を
は
じ
め
と
す
る
タ
タ
ー
ル
以
外
の
民
族
に
対
す
る

配
慮
を
示
し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
に
、
第
一
回
全
世
界
タ
タ
ー

ル
・
コ
ン
グ
レ
ス
が
開
催
さ
れ
た
直
後
、
今
度
は
領
内
の
各
民
族
の

代
表
者
を
集
め
て
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
諸
民
族
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
主
権
を
支
持
し
つ
つ
、
そ
の

中
の
諸
民
族
の
言
語
・
文
化
振
興
へ
の
支
援
が
訴
え
ら
れ
た

（M
aterialy S

��ezda 1993: 148-150

）。
さ
ら
に
、
こ
の
大
会
の
決

議
を
受
け
て
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
民
族
文
化
共
同
体
協
会

（A
ssotsiatsiia natsional

�no-kul

�turnykh obshchestv Respubliki 

T
atarstan

：
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
）
が
設
立
さ
れ
、
共
和
国
内
に
居
住
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
民
族
集
団
の
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
復
興
を
支
援
し

つ
つ
、
民
族
・
宗
教
間
関
係
の
調
和
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
二
言
語
要
件
な
ど
に
よ
り
、
タ
タ
ル
ス
タ

ン
内
の
要
職
は
、
ほ
と
ん
ど
が
タ
タ
ー
ル
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お

り
、
不
満
を
抱
く
ロ
シ
ア
人
な
ど
も
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
間
の
調

和
が
強
調
さ
れ
る
が
、
人
々
の
意
識
の
上
昇
と
と
も
に
、
結
婚
関
係

な
ど
で
の
分
離
的
な
傾
向
が
強
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中

で
焦
点
化
さ
れ
た
存
在
が
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
と
い
う
集
団
で
あ
っ
た
。

２
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
問
題

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
と
は
、し
ば
し
ば
受
洗
タ
タ
ー
ル（K

reshchenye 

tatary

）
と
呼
ば
れ
、
タ
タ
ー
ル
の
中
の
ロ
シ
ア
正
教
を
信
仰
す
る

一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
地
域
に
ロ
シ
ア
正
教
が
広

ま
っ
た
の
は
、
一
六
世
紀
半
ば
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
征
服
以
降
、
そ
の

改
宗
政
策
に
よ
っ
て
と
さ
れ
て
お
り
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
こ
の
改
宗

政
策
の
結
果
生
ま
れ
た
集
団
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀

に
な
る
と
、
一
部
で
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
「
戻
る
」
動
き
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
こ
れ
に
対
し
Ｎ
・
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
（N

. Il

�minskii

）

が
現
地
諸
民
族
の
正
教
徒
に
対
し
て
、
そ
の
母
語
で
の
祈
祷
と
教
育

活
動
を
実
施
し
、
ロ
シ
ア
正
教
徒
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、
知
識
人

層
を
創
出
し
た
（Gerasi 2001; W

erth 2002

）。

革
命
期
に
な
る
と
こ
の
知
識
人
の
一
部
が
、
自
分
た
ち
を
ム
ス
リ

ム
の
タ
タ
ー
ル
と
は
異
な
る
、
独
自
の
文
化
を
持
ち
一
定
の
自
治
の

権
利
を
有
す
る
、「
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
」
と
い
う
民
族
と
し
て
自
己
主

張
す
る
よ
う
に
な
り
、
新
聞
の
発
行
な
ど
を
行
っ
た
。
革
命
後
、
ソ

連
初
期
に
は
ご
く
小
規
模
な
集
団
に
ま
で
、
民
族
と
し
て
の
権
利
が

与
え
ら
れ
、ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
も
文
化
的
な
自
治
を
享
受
し
た（W

erth 

2000

）。
し
か
し
、
す
で
に
そ
の
初
期
か
ら
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
内
部
で
、
ど

の
よ
う
に
自
分
た
ち
を
定
義
す
る
の
か
、
ム
ス
リ
ム
・
タ
タ
ー
ル
と

ど
の
よ
う
な
距
離
を
取
る
の
か
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
ソ
連
の
政
策
と
し
て
も
、「
諸
民
族
の
接
近
と
融

合
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
少
数
集
団
の
大
集
団
へ
の
統
合

が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
も
タ
タ
ー
ル
へ
の

統
合
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
神
論
が
政
策
と
し
て
推
進

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
宗
教
を
そ
の
独
自
性
の
根
拠
と
す
る
と
さ

れ
た
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
存
在
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
も
現
れ
る
よ

う
に
な
っ
た＊

２

。

一
九
二
六
年
に
実
施
さ
れ
た
、
初
の
全
連
邦
規
模
の
国
勢
調
査
の

結
果
で
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
「
そ
の
他
の
民
族
」
の
欄
に
記
載
さ

れ
、
約
一
二
万
人
が
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
と
回
答
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
ソ
連
期
を
通
じ
て
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
と
い
う
集
団

が
公
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
部
の
民
族
誌
で
言
及
さ
れ
る
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に
過
ぎ
な
く
な
り
（M

ukham
etshin 1977; Baiazitova 1986

）、

あ
く
ま
で
公
式
に
認
め
ら
れ
た
民
族
籍
と
し
て
は
、
タ
タ
ー
ル
と
し

て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
ソ
連
期
を
通
じ
て
、
生
活
様
式

の
近
代
化
・
均
一
化
も
進
み
、
連
邦
内
で
の
移
動
が
活
発
化
す
る
こ

と
で
、
ム
ス
リ
ム
・
タ
タ
ー
ル
以
外
も
含
め
た
他
民
族
と
の
交
流
や

通
婚
も
進
ん
だ
。
も
っ
と
も
、
特
に
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
が
集
住
す
る
村

落
部
な
ど
で
は
、
潜
在
的
に
ム
ス
リ
ム
・
タ
タ
ー
ル
と
差
異
の
あ
る

集
団
と
い
う
認
識
は
残
り
、
ロ
シ
ア
正
教
の
影
響
な
ど
も
受
け
た
独

自
の
習
慣
や
行
事
も
細
々
と
維
持
さ
れ
て
い
た
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
な
る
と
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
学
者
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
、
自
ら
の
文
化
や
歴
史
を
見
直
す
動
き
が
現

れ
た
。
当
初
は
、
タ
タ
ー
ル
と
協
力
し
て
自
分
た
ち
の
文
化
を
復
興

さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
Ｔ
Ｏ
Ｔ
ｓ
の
中
で
活
動
を
始
め
た
。
し
か

し
、
タ
タ
ー
ル
の
間
で
ム
ス
リ
ム
意
識
の
向
上
が
顕
著
に
な
り
、
さ

ら
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
支
配
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
ロ
シ
ア
正
教

へ
の
改
宗
政
策
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
結
果
改
宗
し

た
人
々
の
子
孫
と
さ
れ
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
、
徐
々
に
居
心
地
の
悪

さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
、
第
一
回
の
Ｔ
Ｏ
Ｔ
ｓ
総
会

で
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
作
家
の
グ
ル
ホ
フ
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
を
タ

タ
ー
ル
か
ら
締
め
出
そ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
と
訴
え
て
い
る

（Chetvertaia tatarskaia revoliutsiia 2009: 123-124

）。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
中
か
ら
、
自
分
た
ち

を
単
に
宗
教
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
文
化
・

伝
統
を
持
っ
た
、
独
立
し
た
民
族
集
団
と
名
乗
る
運
動
が
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
グ
ル
ホ
フ
は
、
一
九
九
一
年
に
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ

に
対
し
、「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
問
題
と
そ
の

解
決
の
方
策
」
と
題
し
た
小
論
を
提
出
し
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
内
部
に

ロ
シ
ア
人
や
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
を
冷
遇
す
る
傾
向
が
あ
る
と
訴
え
た
。

そ
こ
で
、
自
分
た
ち
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
を
独

立
し
た
「
テ
ュ
ル
ク
系
民
族
集
団
（tiurkskaia narodnost

�）」
と

し
て
認
め
、
そ
の
代
表
に
発
言
権
を
与
え
る
と
と
も
に
、
博
物
館
や

民
族
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
い
っ
た
、
民
族
文
化
の
保
存
へ
の
支
援
を
求

め
た＊

３

。
こ
の
後
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
に
加
入
す
る
形
で
カ
ザ
ン

市
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
民
族
文
化
組
織
を
創
設
し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
歴

史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
地
位
の
保

証
に
関
す
る
陳
情
の
提
出
を
通
し
て
、
自
ら
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す

べ
く
活
動
し
た
。
ま
た
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
歴
史
や
現
在
の
活
動
を

広
報
す
る
媒
体
と
し
て
新
聞
『
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
声
（K

er әşen 

süze
）』
が
発
刊
さ
れ
、
や
は
り
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
活
動
の
拠
点
と

な
っ
た
。

こ
の
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
問
題
が
連
邦
規
模
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
勢
調
査
の
準
備
過
程
で
あ
っ
た
。
ソ

連
時
代
以
降
、
国
勢
調
査
で
は
一
貫
し
て
各
人
の
民
族
的
所
属
に
関

す
る
設
問
が
置
か
れ
、
国
内
の
民
族
分
布
を
示
す
重
要
な
手
段
と
し

て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
。
ソ
連
崩
壊
に
よ
り
、
各
地
で
民
族
復
興

運
動
の
気
運
が
高
ま
る
中
、
ロ
シ
ア
で
最
初
の
国
勢
調
査
は
各
集
団

の
認
定
を
巡
る
舞
台
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
と
し
て
最
初
の
国
勢
調
査
は
、
当
初
一
九
九
九
年
に
予
定
さ

れ
、
そ
れ
に
向
け
て
ロ
シ
ア
国
内
各
地
の
少
数
集
団
の
間
で
、
既
存

の
民
族
の
枠
組
み
の
見
直
し
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
た＊

４

。

そ
の
中
で
も
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
政
府
と
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
間
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
論
争
は
、
ロ
シ
ア
国
内
で
も
最
も
影
響
力
の
強
い
民
族

共
和
国
内
の
問
題
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ロ
シ
ア
正
教
と
い
う
主

要
な
宗
教
間
の
問
題
も
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
大
き
な
注
目
を
集

め
た＊

５

。
特
に
こ
の
調
査
の
実
施
が
二
〇
〇
二
年
ま
で
延
期
さ
れ
た
こ

と
で
、
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
論
争
が
続
き
、
ま
た
広
が
っ
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
な
る
と
、「
タ
タ
ー
ル
の
統
一
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
大
規
模
な
学
術
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
同
年
夏
の

Ｖ
Ｋ
Ｔ
の
第
三
回
総
会
も
、「
タ
タ
ー
ル
の
統
一
」
を
テ
ー
マ
と

し
、
連
邦
大
統
領
の
プ
ー
チ
ン
を
招
い
て
、
そ
れ
を
支
持
す
る
よ
う

な
発
言
を
引
き
出
し
た＊

６

。
一
方
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
民
族
運
動
の
中
心

人
物
は
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
と
会
談
し
、
そ
の
権
利
と
地
位
の
確
保
を
訴

え
た
。
ま
た
、
モ
ス
ク
ワ
の
民
族
学
研
究
所
の
複
数
の
研
究
員
は
、

積
極
的
に
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
立
場
を
支
持
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
こ

う
し
た
状
況
の
中
、
二
〇
〇
二
年
の
一
〇
月
に
調
査
は
実
施
さ
れ
、

そ
の
結
果
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
、
タ
タ
ー
ル
と
い
う
「
民
族
（natsional

�nost

�）」
の
中
に
含
ま
れ
る
「
民
族
グ
ル
ー
プ
（etnicheskaia 

gruppa

）」
と
さ
れ
、
そ
の
数
は
タ
タ
ー
ル
の
五
〇
〇
万
人
超
に
対

し
約
二
万
五
〇
〇
〇
人
と
さ
れ
た＊

７

。

こ
の
結
果
に
対
し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
組
織
の
代
表
者
た
ち
は
、
特

に
一
九
二
六
年
の
調
査
結
果
と
比
較
し
て
著
し
く
人
数
が
減
っ
て
い

る
点
を
指
摘
し
、
結
果
の
改
ざ
ん
が
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
し
か

し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
あ
く
ま
で
タ
タ
ー

ル
と
は
独
立
し
、
か
つ
同
等
の
地
位
を
持
つ
集
団
と
し
て
認
め
ら
れ

る
べ
き
と
す
る
人
々
と
、
一
定
の
独
自
性
を
持
っ
た
集
団
と
し
て
認

定
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
す
る
人
々
で
分
裂
が
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た

路
線
対
立
の
ほ
か
、
資
金
面
で
の
問
題
も
あ
り
、
国
勢
調
査
以
降
、

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
運
動
は
、
会
議
や
文
化
行
事
の
実
施
な
ど
を
継
続

し
つ
つ
も
、
や
や
下
火
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
二
〇
〇
七
年
に
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
が
「
民
族
文
化
政
策
に

つ
い
て
の
コ
ン
セ
プ
ト
」
を
策
定
す
る
と
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
運
動

に
も
転
機
が
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
謳
わ
れ
た
多
民
族
共
存
を

象
徴
す
る
よ
う
に
、
一
九
九
二
年
以
来
、
実
に
一
五
年
ぶ
り
二
度
目
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と
な
る
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
諸
民
族
大
会
が
開
催
さ
れ
、
ク
リ
ャ
シ
ェ

ン
の
民
族
文
化
組
織
も
参
加
し
た
。
こ
の
大
会
の
結
果
、
こ
れ
ま
で

の
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
に
代
え
て
タ
タ
ル
ス
タ
ン
諸
民
族
会
議
が
結
成
さ
れ
、

各
民
族
の
文
化
の
発
展
に
協
力
し
、
そ
の
独
自
性
の
保
護
、
民
族

間
・
宗
教
間
の
平
和
と
調
和
の
強
化
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
れ
に
合
わ
せ
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
組
織
も
改
組
さ
れ
、
タ
タ
ル

ス
タ
ン
共
和
国
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
社
会
組
織
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
し
て

そ
の
代
表
に
、
共
和
国
内
で
も
屈
指
の
大
企
業
で
あ
る
ア
ク
・
バ
ル

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
会
長
で
あ
る
Ｉ
・
エ
ゴ
ー
ロ
フ
が
就
任
し

た
。
以
降
、
同
社
の
潤
沢
な
資
金
を
背
景
に
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
大

規
模
な
催
し
な
ど
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇

二
年
に
資
金
難
を
理
由
に
『
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
声
』
紙
が
廃
刊
と

な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
で
共
和
国
政
府
寄
り
と
さ
れ
て
い
た
『
同

胞
（T

uganailar

）』
紙
の
編
集
長
に
、『
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
声
』
紙

の
元
編
集
長
が
就
任
し
、
新
た
な
活
動
の
中
心
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
に
対
し
て
融
和
的
な
政
策
が
行
わ

れ
る
中
、
二
〇
一
〇
年
に
第
二
回
の
国
勢
調
査
を
迎
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
今
回
は
す
で
に
二
回
目
と
い
う
こ
と
で
、
い
く
ぶ
ん
か
の

落
ち
着
き
は
見
せ
て
い
た
も
の
の
、
や
は
り
民
族
を
ど
う
扱
う
べ
き

か
に
つ
い
て
の
論
争
は
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン

の
間
で
も
、
改
め
て
自
分
た
ち
の
認
定
を
求
め
る
動
き
が
現
れ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
の
過
程
で
は
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
急
進
派
が
独
立
し
た

団
体
を
設
立
す
る
な
ど
、
内
部
の
分
裂
が
顕
在
化
す
る
面
も
強
か
っ

た
。
こ
の
調
査
の
結
果
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
再
び
「
民
族
」
と
し
て

の
タ
タ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
「
民
族
グ
ル
ー
プ
」
と
さ
れ
、
そ
の
数
は

連
邦
全
体
で
約
三
万
五
〇
〇
〇
人
と
さ
れ
た
（
櫻
間 

二
〇
一
一
）。

こ
の
よ
う
に
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
知
識
人
は
自
ら
の
独
自
性
の
認

知
と
文
化
の
保
護
を
求
め
て
、
ム
ス
リ
ム
・
タ
タ
ー
ル
に
状
況
に
応

じ
て
対
抗
し
、
時
に
そ
こ
か
ら
妥
協
を
引
き
出
し
て
き
た
。
そ
の
対

立
が
顕
著
に
現
れ
た
の
は
国
勢
調
査
で
あ
り
、
そ
の
中
の
論
争
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
言
論
活
動
と
並
行
し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族

活
動
家
た
ち
は
、
同
胞
へ
の
啓
蒙
活
動
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

行
事
な
ど
を
実
施
し
、
同
時
に
自
ら
の
存
在
を
示
そ
う
と
し
て
き

た
。
そ
の
顕
著
な
例
と
な
っ
て
い
る
の
が
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
的

な
祭
り
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
ピ
ト
ラ
ウ
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

ま
ず
そ
の
雛
形
と
な
っ
て
い
る
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
歴
史
的
変
遷
と
現

状
を
ま
と
め
た
上
で
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
自
己
主
張
の
場
と
な
っ
て

い
る
ピ
ト
ラ
ウ
の
実
施
の
あ
り
方
と
そ
れ
へ
の
評
価
を
ま
と
め
る
。

Ⅱ
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
ピ
ト
ラ
ウ

１
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
変
遷

す
で
に
帝
政
期
の
民
族
誌
に
お
い
て
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
タ
タ
ー

ル
の
代
表
的
な
祭
り
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
出
身
の
医

師
で
、
一
九
世
紀
末
に
カ
ザ
ン
大
学
で
教
え
、
タ
タ
ー
ル
を
は
じ
め

と
す
る
現
地
諸
民
族
の
民
族
誌
的
な
資
料
を
残
し
た
フ
ク
ス
（K

. 

Fuks

）
は
、
こ
の
祭
り
を
「
古
い
民
族
的
な
タ
タ
ー
ル
の
祭
り
」

で
、「
す
べ
て
の
タ
タ
ー
ル
が
大
い
に
参
加
す
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
祭
り
の
名
称
で
あ
る
「
サ
バ
ン
」
は
、
タ
タ
ー
ル
語
の
「
犂
」

を
意
味
し
、
祭
り
自
体
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
春
の
到
来
に
よ
っ

て
耕
作
な
ど
に
取
り
か
か
る
こ
と
で
あ
り
、
雪
解
け
時
期
に
各
村
の

外
れ
の
野
原
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し

て
、
お
互
い
の
腰
に
布
を
巻
き
つ
け
て
行
う
相
撲
の
よ
う
な
競
技

や
、
競
馬
そ
の
他
の
遊
び
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
祭
り
の
行

わ
れ
て
い
る
野
原
に
は
、
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
て
い
て
、
貧
し
い

人
々
の
た
め
の
饗
応
が
行
わ
れ
、
こ
の
習
慣
が
「
ト
ゥ
イ
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
と
し
て
い
る＊

８
（Fuks 1814

）。

こ
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
に
関
し
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め

に
か
け
て
の
様
子
に
つ
い
て
、
体
系
的
な
文
献
調
査
を
行
っ
た
ウ
ラ

ズ
マ
ノ
ヴ
ァ
は
、
基
本
的
な
祭
り
の
要
素
と
し
て
、
以
下
の
七
つ
を

挙
げ
て
い
る
。

ａ　

食
料
を
集
め
て
作
っ
た
粥
で
の
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
饗
応

ｂ　

子
ど
も
た
ち
に
よ
る
、
色
つ
き
の
卵
集
め

ｃ　

若
者
に
よ
る
卵
集
め

ｄ　

馬
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
競
馬
の
予
行
演
習

ｅ　

競
技
の
勝
者
の
た
め
の
賞
品
集
め

ｆ　

若
者
の
遊
戯

ｇ　

村
の
さ
ま
ざ
ま
な
住
民
の
、
順
番
の
饗
応

そ
し
て
、
地
域
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
要
素
の
組
み
合
わ
せ
は
異

な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（U

razm
anova 2001: 23-44

）。

一
方
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
並
ぶ
民
族
的
な
祭
り
と
し
て
、
ジ
エ
ン

が
あ
る
。
や
は
り
フ
ク
ス
の
記
述
に
よ
る
と
、
ジ
エ
ン
は
サ
バ
ン
の

後
に
行
わ
れ
、
七
週
に
わ
た
り
毎
金
曜
日
に
各
村
で
実
施
す
る
形
式

で
あ
っ
た
と
い
う
。
よ
り
仔
細
に
見
る
と
、
各
村
で
相
互
に
訪
問
す

べ
き
祝
い
の
日
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
祝
い
に
は
独
自
の
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名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
（Fuks 1815a, 1815b

）。
こ
の
祭
り
は
、

裕
福
な
タ
タ
ー
ル
が
娘
の
結
婚
相
手
を
探
す
た
め
に
饗
宴
を
開
い
た

の
が
起
源
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
サ
バ
ン
を
男
性
の
祭
り
と
す
る
の

に
対
し
、
タ
タ
ー
ル
女
性
に
ち
な
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（Fuks 

2005: 210

）。
ま
た
、
ソ
連
期
に
ジ
エ
ン
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
Ｇ
・

ヒ
サ
ム
ッ
デ
ィ
ノ
フ
は
、
広
範
な
事
例
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
が
「
古

代
の
族
外
婚
制
度
の
残
滓
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ジ
エ
ン
が
若
い
男
女
の
出
会
い
の
場
で
あ
り
、
特
定
の
村
同
士

が
順
番
に
祝
宴
を
開
く
こ
と
に
よ
り
、
各
集
団
間
の
縁
組
を
成
立
さ

せ
る
き
っ
か
け
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る

（V
orob

�ev 1967: 215

）。
た
だ
し
、
一
九
世
紀
末
の
段
階
で
は
、
こ

う
し
た
機
能
は
す
で
に
衰
退
し
て
お
り
、
饗
応
な
ど
の
形
式
だ
け
が

残
っ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
祭
り
は
、
金
曜
日
が
基
準
に
な
る
な
ど
、
一
定
の
イ

ス
ラ
ー
ム
の
影
響
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
よ
り
土
着
の
習
慣
に
依
存

し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
職
者
ら
と
対
立
す
る

場
面
も
あ
っ
た
。
特
に
ジ
エ
ン
に
関
し
て
は
、
こ
の
機
会
に
若
い
男

女
が
出
会
う
こ
と
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
声
も
上
が
っ
て
い
た
。
一

八
六
一
年
に
は
オ
レ
ン
ブ
ル
グ
宗
務
協
議
会
か
ら
、
帝
国
政
府
に
対

し
て
、
ジ
エ
ン
が
シ
ャ
リ
ー
ア
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
）
に
反
す
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
警
察
に
よ
る
取
締
り
を
求
め
る
陳
情
が
出
さ
れ
、

一
八
八
五
年
に
も
同
じ
訴
え
が
行
わ
れ
た
（D

udkin 1890

）。

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
問
題
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
各
種
の
民
族

誌
的
な
記
述
な
ど
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
祭
り
は
タ
タ
ー
ル
の
代
表

的
な
祭
り
と
し
て
の
認
識
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
帝
政
末

期
に
は
そ
の
実
施
規
模
も
拡
大
し
、
一
九
一
〇
年
代
の
カ
ザ
ン
で

は
、
競
馬
場
な
ど
を
会
場
に
、
数
千
人
規
模
の
参
加
者
を
得
る
ま
で

に
な
っ
た
（Sharafutdinov 2004: 209-211

）。
し
か
し
、
革
命
を

経
て
ソ
連
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
祭
り
は
根
本
的
な
変
容
を
迫
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

革
命
以
降
の
ソ
連
で
は
、
共
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ

て
、
諸
民
族
文
化
に
劇
的
な
変
化
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

無
神
論
政
策
に
則
っ
て
、
ロ
シ
ア
正
教
の
復
活
大
祭
や
イ
ス
ラ
ー
ム

の
犠
牲
祭
の
よ
う
な
宗
教
に
基
づ
く
祭
日
は
禁
止
さ
れ
た
。
一
方
、

サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
や
ジ
エ
ン
は
「
民
族
的
な
習
慣
」
と
し
て
、
継
続
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
形
式
な
ど
に
は
大
幅
な
変
更

が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
ジ
エ
ン
な
ど
で
数
週
間
に
わ
た
り
祝

宴
が
続
く
こ
と
に
よ
る
、
労
働
効
率
の
低
下
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
解

消
す
る
た
め
に
、
ジ
エ
ン
と
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
名

の
下
に
統
合
さ
れ
つ
つ
、
初
夏
に
ま
と
め
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
祝
日
を
土
曜
日
な
い
し
日
曜
日
に
限
定
す
る
こ

と
で
、
延
々
と
祝
祭
が
続
く
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
。
ま
た
、
地
方

ご
と
に
開
催
時
期
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
の
を
整
理
し
、
ま
ず
各
村

落
部
で
祝
っ
た
後
、
各
郡
の
中
心
部
に
移
り
、
最
後
に
タ
タ
ー
ル
自

治
共
和
国
の
首
都
で
あ
る
カ
ザ
ン
で
行
う
と
い
う
形
式
に
統
一
し

た
。
一
九
二
一
年
か
ら
は
、
カ
ザ
ン
で
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
実
施
を

タ
タ
ー
ル
自
治
共
和
国
の
成
立
記
念
日
で
あ
る
六
月
二
五
日
と
し
、

国
家
祝
祭
的
な
色
彩
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
革
命
直
後

か
ら
、
こ
の
祝
祭
期
間
は
タ
タ
ー
ル
兵
士
や
そ
の
家
族
へ
の
支
援
を

訴
え
る
た
め
の
機
会
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（M
alysheva 2005: 48-49; Sharafutdinov 2004: 219-221

）。

ま
た
内
容
に
つ
い
て
も
、
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
合
致
す
る
よ
う

に
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
中
心
的
な
要
素
と
し
て
「
贈
り

物
の
収
集
」「
マ
イ
ダ
ン
（
広
場
）
で
の
競
技
」「
若
者
の
夜
宴
」
が

挙
げ
ら
れ
、
各
地
の
内
容
が
均
一
化
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
て
い
っ

た
。
一
九
八
四
年
に
タ
タ
ー
ル
自
治
共
和
国
の
Ｚ
コ
ル
ホ
ー
ズ
で
実

施
さ
れ
た
、
自
治
共
和
国
成
立
六
〇
周
年
を
か
ね
た
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ

実
施
の
記
録
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る＊

９

。

・
開
会
宣
言
（
党
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
各
代
表
、
長

老
、
優
良
勤
労
者
ら
の
登
壇
）

・
マ
イ
ダ
ン
…
…
少
年
競
技
（
タ
タ
ー
ル
相
撲
〔keresh

〕、
柱
上

り
）、
成
人
競
技
（
タ
タ
ー
ル
相
撲
、
競
馬
、
バ
イ
ク
競
争
）

・
子
ど
も
用
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
…
…
ス
プ
ー
ン
競
争
な
ど

・
舞
台
…
…
芸
術
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
演
目
（
歌
、
踊
り
、
喜
劇
）

・
そ
の
他
…
…
袋
競
争
、
バ
ケ
ツ
運
び
、
袋
で
の
殴
り
あ
い
、
壷

割
り

上
記
の
内
容
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
開
会
宣
言
な
ど
に
お
い
て
、

村
で
の
労
働
や
生
産
作
業
を
顕
彰
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
体
育
競
技
の
導
入
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ
る
民
族
文
化
の
表
現

も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
戦
後
に
ソ
連
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
、
体
系
化
・
一
般
化
さ
れ
た
、「
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
新
儀
礼
（Sovetskie novye obriady

）」
と
し
て
の
性

格
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
新
儀
礼
」
と
は
、
共
産
主

義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
習
慣
な
ど
を

変
容
さ
せ
た
も
の
で
、「
伝
統
的
な
基
盤
に
基
づ
き
つ
つ
、
現
在
の

人
々
の
生
活
や
労
働
、
文
化
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
共
産
主
義
的
な

モ
ラ
ル
の
理
想
と
原
則
が
含
ま
れ
る
」
形
で
、「
芸
術
的
か
つ
感
情

に
訴
え
る
よ
う
な
形
式
を
持
ち
、
無
神
論
の
思
想
を
反
映
し
て
、
宗

教
的
・
家
父
長
的
と
映
る
も
の
を
排
除
」
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（Rudnev 1979: 26

）。
そ
し
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
新
儀
礼
を
取
り
上
げ

た
文
献
の
中
で
も
、
し
ば
し
ば
代
表
的
な
例
の
一
つ
と
し
て
サ
バ
ン
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ト
ゥ
イ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（T

ul

�tseva 1985: 117-118; Lane 

1981: 124-126

）。

こ
う
し
た
内
容
の
整
理
と
並
行
し
て
、
ソ
連
期
に
は
サ
バ
ン
ト
ゥ

イ
が
各
地
へ
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
も
そ
も
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
中
流
域
の
タ
タ
ー

ル
の
集
住
地
域
の
み
に
見
ら
れ
る
地
方
習
慣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
二
二
年
に
は
ウ
ラ
ル
地
方
の
エ
カ
テ
リ
ン
ブ
ル
グ
で
初
め
て
実

施
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド

（
現
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
）
で
、
移
住
し
た
タ
タ
ー
ル
に
よ
っ

て
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
が
実
施
さ
れ
、
以
後
毎
年
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（Sharafutdinov 2004: 225-226

）。
ま
た
、
ウ
ラ
ル
地
方

の
キ
ー
ロ
フ
州
に
居
住
す
る
ヌ
ル
ラ
ト
・
タ
タ
ー
ル
や
、
ゴ
ー
リ

キ
ー
（
現
ニ
ジ
ニ
・
ノ
ブ
ゴ
ロ
ド
）
州
の
ミ
シ
ャ
リ
な
ど
、
元
来
サ

バ
ン
ト
ゥ
イ
を
行
う
習
慣
の
な
か
っ
た
、
タ
タ
ー
ル
の
一
部
と
さ
れ

る
集
団
も
、
徐
々
に
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（U
razm

anova 1984: 58

）。
こ
こ
で
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
、
タ
タ
ー

ル
の
文
化
を
構
成
す
る
不
可
欠
な
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
同
時
に
、
そ
の
存
在
を
示
し
、
そ
の
外
延
を
確
定
す
る
た
め

の
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ソ
連
崩
壊
以
降
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
タ
タ
ー
ル
の
民
族
文
化
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
能
を
い
っ
そ
う
強
化
し
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
い

る
。
現
在
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
で
は
、
六
月
の
第
一
週
目
の
週
末

に
二
、
三
の
町
で
先
行
的
に
実
施
さ
れ
た
後
、
二
週
目
の
土
曜
日
に

各
村
、
翌
日
曜
日
に
各
郡
中
心
、
三
週
目
の
土
曜
日
に
ニ
ジ
ニ
・
カ

ム
ス
ク
や
ナ
ー
ベ
レ
ジ
ヌ
ィ
エ
・
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
と
い
っ
た
中
都
市
で

行
わ
れ
、
翌
日
曜
日
に
カ
ザ
ン
市
内
の
数
ヵ
所
で
実
施
さ
れ
て
フ
ィ

ナ
ー
レ
を
迎
え
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
基
本
的
に
ソ
連
時
代
と
変
わ
ら
ず
、
村
で
の
贈
り

物
集
め
と
競
馬
、
マ
イ
ダ
ン
で
の
各
競
技
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
に
筆
者
は
カ
ザ
ン
近
郊
の
ア
ル
ス
ク
郡
で
観
察
し
た

が
、
や
は
り
祭
り
の
前
日
に
、
村
で
馬
と
馬
車
に
乗
っ
た
若
者
が
競

技
の
賞
品
と
な
る
卵
や
布
を
集
め
て
ま
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
祭

り
の
当
日
は
村
の
外
れ
の
草
原
に
マ
イ
ダ
ン
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
タ

タ
ー
ル
相
撲
を
は
じ
め
と
す
る
競
技
が
実
施
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
そ
の
様
子
を
観
察
し
て
い
る
と
、
一
連
の
行
事
を
眺
め

る
人
の
姿
は
少
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
機
会
に
各
地
の
親
族
が
集
ま

り
、
広
場
や
家
に
集
ま
っ
て
親
睦
を
深
め
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て

い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
筆
者
を
案
内
し
た
地
元
出
身
者

の
家
族
も
、
マ
イ
ダ
ン
は
そ
こ
そ
こ
に
、
親
戚
回
り
に
繰
り
出
し

た
。
そ
し
て
、
夜
に
は
毎
年
の
恒
例
と
し
て
、
遠
方
か
ら
も
含
め
た

数
十
人
単
位
の
親
戚
が
集
ま
り
、
夜
遅
く
ま
で
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ

た
。

こ
れ
に
対
し
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
政
府
は
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
を
タ

タ
ー
ル
の
存
在
を
誇
示
す
る
機
会
と
し
て
捉
え
、
そ
の
積
極
的
な
活

用
を
図
っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
連
邦
の
歴
代
の
大
統
領
は
、
カ
ザ
ン
で

の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
に
参
加
し
て
、
タ
タ
ー
ル
文
化
へ
の
理
解
を
示
す

機
会
と
し
て
い
る＊

１0

。
さ
ら
に
、
こ
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
そ
の
開
催
場

所
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
。
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
戦
後
に
い
っ
た
ん

そ
の
開
催
が
中
断
し
た
が
、
ソ
連
末
期
の
一
九
八
九
年
に
再
開
し
、

現
在
で
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
・
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
共
和
国＊

１１

が

後
援
す
る
形
で
、
毎
年
大
規
模
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
サ

ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
タ
タ
ル
ス

タ
ン
周
辺
の
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
共
和
国
や
ウ
ド
ム
ル
ト
共
和
国
の
首
都
お

よ
び
タ
タ
ー
ル
が
居
住
し
て
い
る
地
方
、
エ
カ
テ
リ
ン
ブ
ル
グ
や
ウ

ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
な
ど
の
、
タ
タ
ー
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
す
る

都
市
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
試
み
は
、
ロ
シ
ア
国
内
に
留
ま
ら
ず
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
や
リ
ト
ア
ニ
ア
な
ど
の
旧
ソ
連
圏
の
国
々
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ

な
ど
、
比
較
的
大
き
な
タ
タ
ー
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
る
外
国
で

も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
実
施
は
、
各
地

に
居
住
す
る
タ
タ
ー
ル
自
身
の
意
思
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
タ
タ
ル

ス
タ
ン
共
和
国
政
府
も
積
極
的
に
そ
の
開
催
を
支
持
し
、
共
和
国
文

化
省
や
Ｖ
Ｋ
Ｔ
か
ら
、
実
施
の
イ
ロ
ハ
を
教
え
る
た
め
の
使
節
も
派

遣
さ
れ
て
い
る
（U

razm
anova 2013: 55

）。

さ
ら
に
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
国
際
的
な
認
知
を
得
る
た
め
に
、
近
年

で
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
も
目
指
さ
れ
て
い

る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
、
当
時
の
ユ
ネ
ス
コ
事
務
局
長
の
松
浦
晃
一

郎
を
カ
ザ
ン
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
に
招
待
し
た
。
そ
の
際
、
サ
バ
ン

ト
ゥ
イ
は
「
単
に
民
族
文
化
・
伝
統
の
き
わ
め
て
興
味
深
く
、
実
り

あ
る
、
対
話
的
な
形
式
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
、

年
齢
、
社
会
的
・
物
質
的
な
状
態
、
宗
教
的
所
属
の
人
々
の
協
力
や

文
化
的
交
流
、
祭
り
の
数
世
紀
に
わ
た
り
継
承
さ
れ
た
模
範
」

（T
agirov 2004: 7-8

）
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
理
念
に
沿
う
も
の
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
、
ソ
連
時
代
に
確
立
さ

れ
た
形
式
を
維
持
し
つ
つ
、
タ
タ
ー
ル
と
い
う
民
族
の
存
在
を
示
す

た
め
の
舞
台
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン

政
府
は
、
そ
の
多
民
族
性
を
演
出
す
る
た
め
に
、
他
の
諸
民
族
に
対

し
て
も
同
様
の
祭
り
の
実
施
を
奨
励
し
て
い
る＊

１２

。
そ
れ
を
利
用
し
て

い
る
の
が
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
ピ
ト
ラ
ウ
で
あ
る
。

２
ピ
ト
ラ
ウ
の
実
践

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
祭
り
文
化
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
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を
祝
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
議
論
が
あ
っ
た
。
先
述
の
ウ

ラ
ズ
マ
ノ
ヴ
ァ
は
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
見
な
す
か
は
保
留
し
つ
つ
、

諸
要
素
に
お
い
て
類
似
の
習
慣
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ジ

エ
ン
に
関
し
て
は
、
ロ
シ
ア
正
教
に
ま
つ
わ
る
夏
の
祭
り
と
一
体
化

す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（U

razm
anova 2001: 

48-49

）。
該
当
す
る
ロ
シ
ア
正
教
の
祭
り
の
代
表
的
な
も
の
は
、
復

活
大
祭
（
パ
ス
ハ Paskha
）
の
七
週
間
後
（
年
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
五
〜
六
月
）
に
行
わ
れ
る
聖
神
降
臨
祭
（
ト
ロ
イ
ツ
ァ 

T
roitsa

）
と
、
七
月
一
二
日
（
旧
暦
の
六
月
二
九
日
）
に
祝
わ
れ
る

聖
使
徒
ペ
ト
ル
・
パ
ウ
ェ
ル
祭
で
あ
る
。

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
間
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
名
称
に
つ
い
て
、
地

域
ご
と
に
な
ま
り
が
生
じ
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
ト
ロ
イ
ス
ン

（T
roisɪn

）」「
ト
ル
チ
ュ
ン
（T

ruçɪn

）」
な
ど
、
後
者
に
関
し
て

は
「
ピ
ト
ラ
ウ
（Pitrau

）」
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
、
単
に
ロ
シ
ア
正
教
に
ち
な
ん
だ
祭
り
と
い
う
に
と
ど
ま
ら

ず
、
民
族
的
な
習
慣
な
ど
も
反
映
し
た
も
の
と
し
て
祝
わ
れ
て
い
た

と
い
う
。
ト
ロ
イ
ス
ン
で
は
、
白
樺
を
家
に
飾
り
、
夜
に
は
若
者
が

集
っ
て
遊
興
に
興
じ
た
ほ
か
、
翌
日
に
は
広
場
に
人
々
が
集
ま
っ

て
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
よ
う
な
お
祝
い
を
し
た
と
い
う
。
一
方
、
ピ

ト
ラ
ウ
に
つ
い
て
は
、
正
教
の
教
義
に
則
る
と
こ
の
日
が
ト
ロ
イ

ツ
ァ
の
翌
週
か
ら
始
ま
る
斎
戒
の
終
わ
り
の
日
に
当
た
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
や
は
り
人
々
が
着
飾
っ
て
集
ま
り
、
宴
を
楽
し
む
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
季
節
の
変
わ
り
目
と
も
捉
え
ら
れ
て
お

り
、「
ピ
ト
ラ
ウ
が
来
た
、
夏
も
終
わ
っ
た
」
と
い
っ
た
言
葉
も
知

ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
祭
り
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
村
々
で
一
様
に
行
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
の
ジ
エ
ン
の
規
則
に
倣
う
形
で
、
各
村
に

お
い
て
中
心
的
に
祝
う
べ
き
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
筆

者
が
訪
問
し
た
タ
タ
ル
ス
タ
ン
西
部
の
カ
イ
ビ
ツ
ク
郡
の
例
を
見
る

と
、
七
月
初
め
の
木
曜
日
に
ま
ず
ボ
リ
シ
ョ
エ
・
チ
ャ
ベ
ル
デ
ィ
ノ

村
で
セ
ム
ィ
ク
（Sem

ɪk

）
と
い
う
祭
り
を
祝
っ
た
後
、
翌
々
日
の

土
曜
日
に
そ
れ
に
近
接
す
る
ヤ
ン
ス
リ
ン
ス
ク
、
モ
リ
ケ
エ
ヴ
ォ
、

ポ
レ
ヴ
ァ
ヤ
・
ブ
ア
、
バ
イ
ム
ル
ジ
ノ
各
村
で
カ
ザ
ン
ス
キ
ー

（K
azanskii

）
と
い
う
祭
り
、
最
後
の
日
曜
日
に
ホ
ゼ
サ
ノ
ヴ
ォ
村

で
ピ
ト
ラ
ウ
を
祝
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
各
村
の
特
に
若
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
祝
い
に
出
向
い
て
は
、
お
互
い
に
交
流
し
、
そ
の

機
会
に
知
り
合
っ
た
若
い
男
女
が
ひ
と
夏
を
経
て
、
一
〇
月
の
ポ
ク

ロ
フ
（Pokrov

）
の
日
以
降
に
結
婚
す
る
の
が
、
慣
習
と
さ
れ
て
い

た
と
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
地
域
で
も
、
同
様
に
各
村
で
特
定
の
祭
り
を
祝
っ
て
い

た
こ
と
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
各
村
の
「
聖

者
祭
日
（prestol
�nyi prazdnik

）」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
な
さ

れ
て
い
る
。
本
来
ロ
シ
ア
正
教
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聖
者
祭
日

と
は
、
各
村
が
所
属
し
て
い
る
教
会
に
そ
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る

聖
者
を
祝
う
日
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
村
で
村
人
が

認
識
し
て
い
る
聖
者
祭
日
と
、
教
会
の
定
め
に
則
っ
た
と
こ
ろ
の
聖

者
祭
日
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
ロ
シ
ア
正
教

的
な
要
素
と
土
着
の
習
慣
と
が
、
混
淆
し
て
い
る
様
子
が
認
め
ら
れ

る
。そ

し
て
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
習
慣
は
、
ソ
連
期
に
大
き
な
変
容
を

経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
間
に

も
、
タ
タ
ー
ル
と
同
様
の
様
式
化
さ
れ
た
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
が
浸
透
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
住
民
自
身

は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
「
ト
ロ
イ
ス
ン
」
を
祝
う
形
式
の
一
つ
と
し

て
理
解
し
て
い
た
。
筆
者
が
当
時
の
村
の
祭
り
に
つ
い
て
聞
き
取
り

を
す
る
と
、
し
ば
し
ば
「
う
ち
の
村
で
は
ト
ロ
イ
ス
ン
を
や
っ
て
い

た
」
と
回
答
し
て
く
る
。
さ
ら
に
、
実
際
こ
う
し
た
祭
り
の
際
に

は
、
以
前
と
同
じ
く
何
日
間
か
親
戚
や
友
人
を
訪
れ
あ
う
と
い
う
習

慣
が
残
っ
て
い
た
と
も
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ソ
連
期
に
お
い

て
も
、
か
つ
て
の
自
分
た
ち
の
村
の
聖
者
祭
日
を
祝
い
あ
う
と
い
う

習
慣
は
、
完
全
に
断
絶
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
形
を
変
え
、
規
模
を

縮
小
し
つ
つ
、
人
々
の
意
識
の
中
で
継
続
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
祝
日
は
、
土
着
の
習
慣
、
ロ
シ

ア
正
教
の
教
義
、
ソ
連
的
な
形
式
が
混
じ
り
あ
っ
て
変
容
し
て
き

た
。現

在
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
知
識
人
ら
が
、
自
分
達
の
文
化
・

伝
統
を
示
す
機
会
と
し
て
、
こ
う
し
た
祭
り
を
継
承
す
る
形
で
実
施

し
て
い
る
の
が
ピ
ト
ラ
ウ
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の

は
、
カ
ザ
ン
か
ら
東
に
約
一
五
〇
キ
ロ
の
位
置
に
あ
る
、
マ
マ
デ
ィ

シ
ュ
郡
の
ジ
ュ
リ
村
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
村
の
ピ
ト
ラ
ウ
は
、
一
九
九

九
年
に
、
現
在
の
郡
長
で
あ
る
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
の
主
導
で
始
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
村
は
現
在
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
組
織
の
代
表
を
務
め

る
エ
ゴ
ー
ロ
フ
の
出
身
地
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ア
ク
・
バ
ル
ス
・

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
資
金
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン

共
和
国
に
よ
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
代
表
的
な
祭
り
と
し
て
の
認
定
を

受
け
て
、
大
々
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ピ
ト
ラ
ウ
は
、
聖
使
徒
ペ
ト
ル
・
パ
ウ
ェ
ル
祭
に
当
た
る
七

月
一
二
日
に
近
い
土
曜
日
に
行
わ
れ
る
慣
例
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇

一
五
年
の
場
合
、
七
月
一
一
日
）。
現
在
で
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
関
係

の
メ
デ
ィ
ア
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共
和
国
内
の
各
新
聞
や
テ
レ
ビ
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
こ
の
開
催
に
つ
い
て
の
告
知
が
な
さ
れ

て
い
る
。
ジ
ュ
リ
村
自
体
は
、
人
口
約
五
〇
〇
人
の
中
規
模
な
も
の

で
あ
る
が
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
際
に
は
、
村
の
郊
外
に
あ
る
広
大
な
野
原

に
会
場
が
設
置
さ
れ
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
内
外
か
ら
実
に
数
万
人
規
模
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の
観
客
が
訪
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
い
く
ど
か
こ
れ
に
参
加
す
る
機
会
を
持
っ
た
が
、
こ
こ

で
は
祭
り
の
後
に
マ
マ
デ
ィ
シ
ュ
郡
に
滞
在
し
、
そ
の
感
想
な
ど
を

聞
く
こ
と
も
で
き
た
、
二
〇
一
〇
年
の
様
子
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

会
場
は
三
つ
の
マ
イ
ダ
ン
＝
舞
台
や
、
巨
大
な
ス
ク
リ
ー
ン
、
諸
々

の
遊
技
場
や
露
店
か
ら
な
っ
て
お
り
、
本
番
の
始
ま
る
前
か
ら
多
く

の
人
が
集
ま
り
、
買
い
物
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
た
。
ま
た
、
各
地
か

ら
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
村
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
集
ま
っ
て
お
り
、
民
族
衣

装
を
着
て
歩
き
回
っ
て
い
た
。

こ
の
年
の
ピ
ト
ラ
ウ
の
正
式
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
表
１
の
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
、
競
馬
は
他
の
場
所
と
同
様
に
、
会
場
か
ら
少
し
離
れ

た
と
こ
ろ
で
、
ま
だ
日
の
高
い
う
ち
に
行
わ
れ
た
。
開
会
式
に
は
、

例
年
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
首
脳
が
参
加
し
て
お
り
、
特
に
こ
の
年
の
三

月
に
大
統
領
と
な
っ
た
ミ
ン
ニ
ハ
ノ
フ
は
エ
ゴ
ー
ロ
フ
と
昵
懇
と
い

わ
れ
、
大
統
領
就
任
前
の
首
相
時
代
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
り
、
初

め
て
の
大
統
領
の
参
加
が
期
待
さ
れ
た＊

１３

。
し
か
し
、
開
会
式
に
現
れ

て
挨
拶
し
た
の
は
、
新
た
に
首
相
に
任
命
さ
れ
た
ハ
リ
コ
フ
で
、
関

係
者
の
間
で
は
少
な
か
ら
ぬ
失
望
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
ハ
リ
コ
フ
を
は
じ
め
と
す
る
賓
客
の
到
着
の
際
に
は
、
入
り

口
に
各
地
方
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
衣
装
を
着
て

出
迎
え
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
文
化
を
、
そ
の
多
様
性
を
強
調
し

つ
つ
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
賓
客
が
貴
賓
席
に
着
く
の
を

待
っ
て
開
会
式
が
開
始
さ
れ
た
。
開
会
式
で
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
組

織
の
代
表
と
し
て
エ
ゴ
ー
ロ
フ
、
地
元
の
代
表
と
し
て
イ
ヴ
ァ
ノ

フ
、
共
和
国
代
表
と
し
て
ハ
リ
コ
フ
が
挨
拶
し
た
ほ
か
、
ロ
シ
ア
人

の
司
祭
と
タ
タ
ー
ル
の
イ
マ
ー
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
指
導
者
）

場所 時間 内容
草原 競馬
各所 スポーツ競技、遊戯
マイダン 17:00〜

18:30〜25:00
開会式
民族競技（タタール相撲）

コンサート広場 18:30〜
21:45
22:00〜

フォークロア・アンサンブル・コンサート
「クリャシェン美人」表彰式
コンサート

催し小屋 16:00〜16:45

17:30〜
21:00〜
22:00〜25:00

ママディシュ郡フォークロア・アンサン
ブル・コンサート

「クリャシェン美人」コンテスト
「クリャシェンおばさん」コンテスト
キャンプファイヤー

ピョートル・
ディスコ

20:00〜26:00 ステージ・コンサート、コンクール、
ディスコ

子ども広場 17:00〜20:00 子どもサバントゥイ、遊具

表1　ピトラウのプログラム

に
よ
る
祝
福
の
辞
な
ど
が
読
ま
れ
た
。
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
ク

リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
文
化
の
研
究
や
復
元
活
動
に
貢
献
し
た
人
々
の

表
彰
や
、
郡
の
労
働
英
雄
の
表
彰
、
大
祖
国
戦
争
戦
勝
六
五
周
年
に

ち
な
ん
だ
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
出
自
の
戦
争
参
加
者
へ
の
表
彰
な
ど
が
行

わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
貴
賓
席
に
向
か
い
合
っ
た
マ
イ
ダ
ン
で
は
、
各

地
の
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
再
び
集
ま
っ
て
、
改
め
て

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
文
化
の
存
在
を
示
し
、
カ
ザ
ン
の
プ
ロ
の
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
や
歌
手
に
よ
る
曲
目
の
披
露
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
引
き
続

き
、
タ
タ
ー
ル
や
ロ
シ
ア
人
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
も
行
わ
れ
、
多
民
族
共
存
を
強
調
す
る
演
出
も
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
セ
レ
モ
ニ
ー
が
終
わ
っ
た
後
、
マ
イ
ダ
ン
で
は
子

ど
も
の
徒
競
走
な
ど
が
行
わ
れ
、
最
後
に
メ
イ
ン
競
技
と
し
て
の
タ

タ
ー
ル
相
撲
の
会
場
と
な
っ
た
。
こ
の
タ
タ
ー
ル
相
撲
は
日
付
が
変

わ
る
ま
で
続
き
、
優
勝
者
に
は
伝
統
に
則
る
形
で
ま
ず
羊
が
贈
ら

れ
、
さ
ら
に
副
賞
と
し
て
自
動
車
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
会
場
各
地
で
柱
の
ぼ
り
が
行
わ
れ
た
り
、
メ
イ
ン
会
場

の
脇
に
置
か
れ
た
ス
テ
ー
ジ
上
で
各
地
域
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
演
目

が
披
露
さ
れ
た
り
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
は
、
タ

タ
ー
ル
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
実

際
、
し
ば
し
ば
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
内
で
、
こ
の
祭
り
が
報
道
さ

れ
る
際
に
は
、「
夜
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
」「
ジ
ュ
リ
の
サ
バ
ン
ト
ゥ

イ
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン

で
は
、
祭
り
一
般
を
表
す
言
葉
と
し
て
、「
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
」
と
呼

称
す
る
傾
向
が
あ
る
。
他
の
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
村
で
ト
ロ
イ
ツ
ァ
や

ピ
ト
ラ
ウ
が
祝
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
か
つ
て
の
名
残
と
し
て

「
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
」
と
大
書
さ
れ
た
旗
が
翻
っ
て
い
る
例
も
散
見
さ

れ
る
。
し
か
し
、
タ
タ
ー
ル
と
の
差
異
化
を
目
指
す
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン

の
活
動
家
か
ら
す
る
と
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と

は
、
そ
も
そ
も
の
意
図
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
と
な
る＊

１４

。
そ
こ

で
重
要
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、
小
マ
イ
ダ
ン
と
も
呼
ば

れ
る
催
し
物
会
場
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
会
場
全
体
の
入
り
口
か
ら
入
っ
て
す
ぐ
の
位
置
に
設
け

ら
れ
て
お
り
、
奥
に
置
か
れ
た
舞
台
を
取
り
囲
む
形
で
、
木
製
の
小

屋
が
い
く
つ
か
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
屋
に
は
、
近
年
の
ク

リ
ャ
シ
ェ
ン
に
よ
る
催
し
物
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
が
掲
示
さ
れ
て
い

た
り
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
村
で
集
め
た
民
具
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
り

し
て
お
り
、
民
族
衣
装
を
着
た
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
や
使
い
方
を

解
説
し
て
、
さ
な
が
ら
簡
単
な
博
物
館
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
小
マ
イ
ダ
ン
で
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
中
心
を
な
し
て
い
る

の
が
、
舞
台
上
で
の
「
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
美
人
（K

erәşen çibәre

）」

コ
ン
テ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
、『
同
胞
』
紙
上
な
ど

で
参
加
者
が
募
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
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れ
て
い
る
。

ａ　

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
伝
統
文
化
、
習
慣
、
儀
式
の
保
存
と
発
展

ｂ　

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
的
な
伝
統
、
文
化
の
若
い
世
代
へ
の

伝
達

ｃ　

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
文
化
の
宣
伝
と
普
及

ｄ　

プ
ロ
の
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
た
め
の
若
手
の

発
掘

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
参
加
す
る
条
件
と
し
て
、
既
婚
・
未
婚
を
問

わ
な
い
一
五
〜
二
五
歳
の
女
性
で
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
伝
統
衣
装
を

着
用
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
以
下
に
挙
げ
る
種
目
に
参
加
す
る
準

備
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ａ　

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
名
札

ｂ　

民
族
的
な
楽
曲
の
演
奏

ｃ　

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
民
族
衣
装
の
披
露

ｄ　

出
身
村
な
い
し
郡
の
民
族
的
な
儀
礼
・
祝
祭
の
一
部
の
披
露

ｅ　

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
文
化
・
歴
史
に
つ
い
て
の
試
問

こ
れ
ら
の
目
的
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
重
視

さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
族
文
化
を
い
か

に
「
正
し
く
」
継
承
し
、
表
現
し
て
い
る
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の

参
加
者
の
一
人
は
、
前
年
に
入
賞
を
逃
し
た
反
省
か
ら
、
挽
回
を
図

る
べ
く
、
村
の
祖
母
の
も
と
に
行
っ
て
、
代
々
引
き
継
い
で
き
た
手

製
の
民
族
衣
装
を
借
り
た
。
さ
ら
に
、
歌
な
ど
以
上
に
、
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
の
歴
史
や
文
化
の
勉
強
に
力
を
注
い
だ
。
そ
の
結
果
、
こ
の

年
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
三
位
入
賞
を
果
た
し
た
。

こ
の
よ
う
に
ピ
ト
ラ
ウ
で
は
、
民
族
的
な
伝
統
・
文
化
を
提
示

し
、
継
承
す
る
こ
と
に
大
き
な
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ピ

ト
ラ
ウ
が
夜
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
活
動

家
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
伝
統
と
の
関
連
を
示
す
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
元
来
、
ピ
ト
ラ
ウ
は
ロ
シ
ア
正
教
に
由
来
す
る
聖
ペ
ト
ル
・

パ
ウ
ェ
ル
祭
の
日
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
午
前
中
は
宗
教
的

な
慣
習
に
従
事
す
べ
き
時
間
と
し
て
、
教
会
で
の
祈
祷
な
ど
を
行
う

時
間
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
済
ま
し
、
斎
戒
の
明
け
た
午
後

以
降
が
祝
宴
の
時
間
と
見
な
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
習
慣
に
則
っ
た
行

事
を
行
う
べ
き
時
間
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
」
と
し
て
の
活
動
に
お
い
て
は
、
こ
の
後
者
こ
そ

が
重
点
を
置
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ピ
ト
ラ
ウ
も
そ
れ
を
表
現
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
よ
く
事
情
を
確
認
し
て
み
る
と
、
こ
の
ジ
ュ
リ
で
の
ピ
ト

ラ
ウ
と
い
う
祝
い
方
自
体
が
、
伝
統
的
な
習
慣
と
の
矛
盾
を
は
ら
ん

で
い
る
。
訪
問
す
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
多
く
は
、
ジ
ュ
リ
村
の
聖
者

祭
日
に
ち
な
ん
で
、
ピ
ト
ラ
ウ
を
祝
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
ピ
ト
ラ
ウ
を
最
初
に
主
導
し
た
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
に
よ
る
と
、

も
と
も
と
こ
の
ピ
ト
ラ
ウ
は
、
こ
れ
が
伝
統
的
に
聖
者
祭
日
と
な
っ

て
い
た
近
く
の
ア
ル
バ
イ
村
で
行
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
こ
は
交
通

の
便
が
よ
く
な
か
っ
た
た
め
、
村
外
れ
に
広
い
草
原
が
あ
る
な
ど
、

諸
々
の
条
件
の
そ
ろ
っ
た
ジ
ュ
リ
村
に
移
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
元
来
ジ
ュ
リ
村
の
聖
者
祝
日
と
さ
れ
て
い
た
の
は
ト
ロ
イ

ツ
ァ
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ピ
ト
ラ
ウ
の
実
施
は
、
ジ
ュ
リ
村
の
ほ
か
、
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
が
多
く
居
住
し
て
い
る
ペ
ス
ト
レ
チ
郡
な
ど
で
も
毎
年
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
は
り
マ
イ
ダ
ン
を
し
つ
ら
え
て
、
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
の
公
演
や
タ
タ
ー
ル
相
撲
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
競
技
を

行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ピ
ト
ラ
ウ
と
い
う
祭
り
は
、
タ
タ
ー

ル
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
並
ぶ
「
民
族
を
代
表
す
る
祭
り
」
と
し
て
、

自
分
た
ち
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
、「
民
族
文
化
」
を
提
示
す
る
場

と
し
て
の
機
能
を
付
与
さ
れ
る
形
で
活
発
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
受
け
止
め
方
は
決
し
て
一
様
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
々
の
民
族
の
理
解
や
伝
統
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
多
様
な
評
価

を
受
け
て
い
る
。

３
ピ
ト
ラ
ウ
へ
の
視
線

ジ
ュ
リ
村
の
ピ
ト
ラ
ウ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ

ら
れ
、
近
年
で
は
数
万
人
の
来
訪
者
を
集
め
る
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で

も
有
数
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
報

道
の
中
で
は
「
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
り
、

「
受
洗
タ
タ
ー
ル
」
の
行
事
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
民
族
運
動
の
方
針
に
沿
わ
な
い
評
価
も
見
ら
れ
る
。

タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
公
式
な
立
場
と
し
て
は
、
タ
タ
ー
ル
か

ら
独
立
し
た
存
在
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
棚
上
げ
し
つ
つ
、
ク

リ
ャ
シ
ェ
ン
の
存
在
と
一
定
の
文
化
の
独
自
性
を
認
め
、
多
民
族
地

域
で
あ
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
を
彩
る
多
様
な
文
化
の
一
部
と
し
て
尊
重

す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
ピ
ト
ラ
ウ
に
お
け
る
共
和
国
幹

部
の
挨
拶
に
も
そ
れ
は
反
映
し
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
の
ハ
リ
コ
フ

首
相
の
挨
拶
で
は
、「
多
民
族
共
和
国
で
あ
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で

は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
諸
民
族
の
伝
統
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
」
と

し
、
ピ
ト
ラ
ウ
は
、「
数
世
紀
に
わ
た
る
文
化
と
習
慣
を
含
ん
だ
、

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
文
化
が
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
独
特
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

ピ
ト
ラ
ウ
実
施
に
関
与
し
て
い
る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
関
係
者
も
、
基
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本
的
に
こ
う
し
た
位
置
づ
け
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
音
楽
学
者
・
民

俗
学
者
で
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
演
出
に
も
関
与
し
て
い
る
マ
カ
ー
ロ
フ

は
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
紹
介
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
中
で
、「
小
さ
な
民
族
の
精
神

的
・
文
化
的
な
価
値
、
共
和
国
の
鮮
や
か
な
多
民
族
の
パ
レ
ッ
ト
の

不
可
分
の
一
部
で
あ
る
、
数
世
紀
に
わ
た
る
伝
統
の
復
興
を
目
指

す
」
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
に
と
っ
て
の
意

義
は
、「
共
和
国
中
の
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
が
一
ヵ
所
に
集
ま
り
、
お
互

い
の
歌
を
聴
く
楽
し
い
集
ま
り
」
で
あ
り
、「
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
が
一

堂
に
会
し
て
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
」
場
所
で
あ

る
こ
と
だ
と
い
う
。

確
か
に
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
舞
台
に
立
つ
こ
と
は
、
各
地
の
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
と
っ
て
、
晴
れ
の
舞
台
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
機
会
に
普
段
な
か
な
か
会
え
な
い
遠
方
の

人
々
と
の
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
他
地
域
の
人
と
の
出

会
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
が
同
胞
と
し
て
集
ま
り
、
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
場
と
し
て

の
機
能
は
一
定
程
度
の
成
功
を
収
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、
必
ず
し
も
全

面
的
な
支
持
を
集
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
主
要
会
場
と

な
っ
て
い
る
マ
イ
ダ
ン
で
行
う
内
容
に
つ
い
て
は
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ

と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン

の
独
自
性
を
強
く
主
張
す
る
人
々
か
ら
見
る
と
、
ピ
ト
ラ
ウ
は
タ
タ

ル
ス
タ
ン
共
和
国
に
よ
る
懐
柔
策
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
共
和
国
か
ら

金
を
も
ら
っ
て
、
飲
み
食
い
し
て
、
そ
れ
に
何
の
意
味
が
あ
る
？
」

と
い
っ
た
批
判
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
開

会
セ
レ
モ
ニ
ー
で
多
民
族
・
多
宗
教
共
存
に
配
慮
し
た
演
出
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
不
満
の
種
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
タ
タ
ー

ル
の
ム
ッ
ラ
ー
と
ロ
シ
ア
人
の
司
祭
の
挨
拶
し
か
な
い
イ
ベ
ン
ト
の

ど
こ
が
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
祭
り
だ
？
」
と
い
う
不
満
を
呼
ん
で
い

る
。
こ
の
ム
ッ
ラ
ー
の
挨
拶
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
を
ム
ス
リ
ム
化
し

よ
う
と
い
う
圧
力
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
ま

で
持
た
れ
、
批
判
的
に
言
及
す
る
声
が
多
く
見
ら
れ
た
。
も
っ
と

も
、
こ
う
し
た
ピ
ト
ラ
ウ
と
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
の
混
同
の
危
険
性

は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
民
族
運
動
関
係
者
で
、
こ
れ
を
主
宰
す
る
立
場

に
あ
る
人
々
も
自
覚
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
む
し
ろ
こ
の

ピ
ト
ラ
ウ
の
中
心
を
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
民
俗
を
よ
り
前
面
に
押
し
出

し
た
小
マ
イ
ダ
ン
の
方
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
の
小
マ
イ
ダ
ン
で
の
民
族
文
化
の
提
示
や
、
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
の
活
動
に
対
し
て
は
、
お
お
む
ね
好
意
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
を
通
じ
て
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
文
化
が
い

ま
だ
に
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
の
継
承
も
目
指
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
肯
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
小
マ
イ
ダ
ン
も
現
在
の
形
式
が
全
面
的
に
支
持
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
美
人
」
コ

ン
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
知
識
重
視
な
面
に
つ
い
て
批
判
的

な
意
見
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、
質
問
と
し
て

「
ナ
ル
ド
ゥ
ガ
ン
（
冬
至
の
祭
り
）
が
行
わ
れ
る
の
は
い
つ
か
？
」
と

い
っ
た
習
俗
に
直
接
関
わ
る
質
問
の
ほ
か
に
、「
カ
ザ
ン
・
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
教
育
専
門
学
校
が
あ
っ
た
の
は
何
年
か
ら
何
年
ま
で
か
？
」

の
よ
う
な
、
細
か
な
歴
史
に
関
わ
る
問
題
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
質

問
に
つ
い
て
、「
こ
う
し
た
問
題
は
難
し
す
ぎ
る
。
私
た
ち
に
だ
っ

て
分
か
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
知
っ
て
い
る
必
要
も
な
い
」
と
い
っ

た
批
判
的
な
意
見
も
、
観
覧
者
か
ら
は
聞
く
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
個
別
の
問
題
以
上
に
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
現
在
の
形
式
に
つ

い
て
、
違
和
感
を
覚
え
る
声
も
見
ら
れ
る
。
主
催
者
た
ち
の
主
眼

は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
伝
統
・
歴
史
・
文
化
を
示
す
こ
と
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
行
っ
て
い
る
内
容
は
、
結
局
ソ
連
時

代
に
整
理
さ
れ
、
様
式
化
さ
れ
た
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
の
応
用
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
特
に
村
落
部
の
中
年
以
上
の
人
々
な
ど
か

ら
は
、
か
つ
て
の
形
式
と
比
較
し
た
違
和
感
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

特
に
よ
く
耳
に
す
る
の
が
、「
昔
は
何
日
も
続
い
て
楽
し
か
っ

た
。
今
は
一
日
し
か
や
ら
な
い
」
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
先
述
の
通

り
ジ
エ
ン
に
由
来
す
る
祭
り
は
、
も
と
も
と
は
数
日
、
場
合
に
よ
っ

て
は
何
週
間
に
も
わ
た
っ
て
続
い
た
の
に
対
し
、
ソ
連
期
に
は
時
期

が
短
縮
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
筆
者
の
聞
き
取
り
の
限
り
で
は
、

ソ
連
期
に
お
い
て
も
数
日
に
わ
た
る
祭
り
の
慣
行
は
維
持
さ
れ
て
い

る
か
、
少
な
く
と
も
元
来
数
日
に
わ
た
っ
て
祝
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
っ
き
り
記
憶
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
記
憶
と
比
べ
た
時

に
、
現
在
の
集
約
し
た
形
で
の
祭
り
は
、
自
分
た
ち
の
先
祖
が
行
っ

て
い
た
も
の
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一

〇
年
の
聖
使
徒
ペ
ト
ル
・
パ
ウ
ェ
ル
祭
の
日
、
筆
者
は
ペ
ス
ト
レ
チ

郡
の
ク
リ
ャ
シ
ュ
・
セ
ル
ダ
村
に
滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
日
は
、
同

じ
郡
内
の
ヤ
ン
ス
ヴ
ァ
リ
村
で
、
郡
規
模
の
ピ
ト
ラ
ウ
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
村
の
生
活
に
つ
い
て
の
聞
き
込
み
を

し
て
い
た
際
、
あ
る
男
性
（
四
〇
代
）
は
通
り
を
指
差
し
な
が
ら
、

「
見
て
み
ろ
、
今
日
は
ピ
ト
ラ
ウ
の
日
だ
っ
て
の
に
誰
も
い
な
い
。

昔
は
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
な
ん
か
を
出
し
て
み
ん
な
で
楽
し
く
や
っ
て

い
た
の
に
」
と
語
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
民
族
組
織
な
ど
が
推
進
し
て

い
る
民
族
文
化
の
あ
り
方
・
提
示
の
仕
方
と
、
人
々
の
生
活
に
密
着

し
た
伝
統
・
文
化
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
ず
れ
が
反
映
し
て
い
る
。

ま
た
も
う
一
つ
議
論
の
対
象
と
な
る
の
が
、
教
会
関
係
者
に
よ
る

認
識
と
の
関
係
で
あ
る
。
ピ
ト
ラ
ウ
は
、
ジ
エ
ン
に
倣
っ
て
い
る
反

面
、
ロ
シ
ア
正
教
に
お
け
る
聖
使
徒
ペ
ト
ル
・
パ
ウ
ェ
ル
祭
と
一
致

し
て
い
る
。
そ
れ
に
ち
な
ん
で
、
ジ
ュ
リ
の
ピ
ト
ラ
ウ
の
開
会
式
で
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は
、
郡
の
司
祭
に
よ
る
挨
拶
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ュ
リ
と

は
別
の
村
で
は
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
開
会
前
に
、
カ
ザ
ン
で
ク
リ
ャ
シ
ェ

ン
語
の
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
パ
ヴ
ェ
ル
長
司
祭
な
ど
を
呼
ん
で
特
別

の
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
村
も
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
通

り
、
ピ
ト
ラ
ウ
自
体
は
午
前
の
宗
教
的
な
行
事
を
済
ま
せ
た
後
の
行

事
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
同
胞
』
紙
編
集
長
で
ピ
ト
ラ
ウ
の

実
施
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
ベ
ロ
ウ
ソ
ヴ
ァ
は
、
ピ
ト
ラ
ウ
を
、

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
受
容
以
前
の
異
教
の
伝
統
を
継
承
し

て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
と
説
明
し
た
。
そ
も
そ
も
、
ク
リ
ャ

シ
ェ
ン
の
活
動
に
お
い
て
は
、
宗
教
以
上
に
こ
の
地
域
に
固
有
の
民

俗
的
な
面
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ピ
ト
ラ
ウ
は
そ
う
し
た
傾
向

も
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る＊

１５

。

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
民
族
文
化
運
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
あ

る
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
出
自
の
司
祭
（
三
〇
代
）
は
、
ピ
ト
ラ
ウ
へ
の
関

心
を
示
し
、
特
に
小
マ
イ
ダ
ン
で
の
試
み
に
一
定
の
評
価
は
し
た
も

の
の
、
全
体
的
に
は
「
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
変
わ
ら
な
い
」
と
否
定
的

に
評
価
し
た
。
ま
た
、
一
義
的
に
は
聖
ペ
ト
ル
・
パ
ウ
ェ
ル
祭
は
、

た
だ
聖
ペ
ト
ル
を
祝
う
も
の
で
あ
り
、
斎
戒
の
終
わ
り
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
ま
ず
な
す
べ
き
な
の
は
教
会
へ
行

く
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
教
会
の
礼
拝
に
来
た
人
の
数
が
少
な
か
っ

た
こ
と
を
嘆
い
た
。
聖
職
者
で
な
く
と
も
、
ロ
シ
ア
正
教
の
信
仰
の

深
い
人
々
の
間
で
は
、
ピ
ト
ラ
ウ
の
よ
う
な
行
事
に
の
み
力
を
入
れ

て
い
る
現
状
に
対
し
て
批
判
的
な
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ピ
ト
ラ
ウ
は
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
存
在
を
示
す
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
一
定
の
成
功
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
全
面
的
な

賛
同
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

意
見
の
中
に
、「
民
族
文
化
」
の
置
か
れ
た
現
状
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
現
在
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
民
族
運

動
」
の
中
で
の
、
こ
の
「
民
族
文
化
」
提
示
の
意
味
に
つ
い
て
考
察

す
る
。お

わ
り
に

本
稿
で
は
、
タ
タ
ー
ル
に
お
け
る
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
お
よ
び
そ
れ
に

派
生
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
ピ
ト
ラ
ウ
に
関
し
、
そ
の
歴
史
的
な
変

遷
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
在
の
実
施
の
様
態
と
人
々
の
態
度
を
ま
と
め

た
。す

で
に
帝
政
期
か
ら
、
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
は
タ
タ
ー
ル
に
と
っ
て
の

民
族
的
な
祭
り
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
ソ
連
期
に
な
る

と
、
そ
れ
と
並
ん
で
実
施
さ
れ
て
い
た
ジ
エ
ン
と
同
一
化
さ
れ
る
と

と
も
に
、
形
式
も
ソ
連
的
な
価
値
観
に
則
っ
た
も
の
と
し
て
改
変
さ

れ
た
。
同
時
に
、
公
式
に
タ
タ
ー
ル
の
民
族
文
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
外
延
を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
サ

バ
ン
ト
ゥ
イ
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
「
タ
タ
ー
ル
」
に
も
遡
及
的

に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
ソ
連
崩
壊
以
降
の
タ

タ
ル
ス
タ
ン
に
お
い
て
む
し
ろ
強
化
さ
れ
、
現
在
で
は
世
界
中
の
タ

タ
ー
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
、
民
族
文
化
支
援
と
し
て
、
こ

の
実
施
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
は
タ
タ
ー
ル
と
統
合
し
た
と
さ
れ
た

ソ
連
時
代
を
通
じ
て
、
や
は
り
公
式
化
さ
れ
た
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
を
実

施
し
て
い
た
も
の
の
、
住
民
レ
ベ
ル
で
は
そ
れ
を
ト
ロ
イ
ツ
ァ
な
ど
と

意
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ソ
連
崩
壊
以
降
、
独
自
の
集
団
と
し
て
の
主

張
を
行
う
中
で
そ
の
存
在
を
示
し
、
独
自
な
文
化
を
有
す
る
証
と
し

て
実
施
さ
れ
て
い
る
の
が
ピ
ト
ラ
ウ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ピ
ト
ラ

ウ
も
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
に
よ
る
民
族
文
化
政
策
に
則
り
、
サ
バ
ン

ト
ゥ
イ
と
同
じ
く
定
式
化
さ
れ
た
形
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
文
化
」
の
表
現
の
あ
り
方
は
、
高
倉
（
二
〇
〇
三
）

が
旧
ソ
連
圏
の
公
共
空
間
に
お
け
る
表
象
様
式
の
特
異
性
と
し
て
指

摘
し
た
、「
公
的
機
関
の
援
助
の
自
明
視
」
を
反
映
し
て
い
る
と
い

え
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
想
定
し
て
い
る
形
式
を
模
倣
す
る
こ
と

で
、
公
認
を
得
る
と
と
も
に
援
助
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
に
よ
る
独
立
し

た
民
族
集
団
と
し
て
の
運
動
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
ソ
連
期
に
定

式
化
さ
れ
た
「
民
族
文
化
」
を
有
す
る
資
格
を
持
っ
た
集
団
と
し
て

認
定
さ
れ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
東
シ
ベ
リ
ア
の
モ
ン
ゴ

ル
系
民
族
で
あ
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
つ
い
て
の
民
族
誌
で
渡
邊
（
二
〇

一
〇
：
一
四
五
）
が
ソ
連
期
の
状
況
に
つ
い
て
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
的

『
文
化
』
概
念
は
蝶
番
と
な
っ
て
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
集
団
範
疇
の
表

象
に
作
用
し
、
ま
た
逆
に
弁
別
す
る
に
当
た
っ
て
想
起
す
る
認
識
論

的
枠
組
に
な
っ
て
い
た
」
と
述
べ
た
も
の
が
、
現
在
も
継
続
し
て
い

る
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
民
族
運
動
」
と
い
う
水
準
で
の
話

で
あ
り
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
「
民
族
文
化
」
が
、
遍
く
「
自
分
た
ち

の
も
の
」
と
し
て
の
認
識
を
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
に
人
々
の
話
の
中
に
は
、
こ
の
定
式
化
さ
れ
た
祝
祭
の
定
着
以
前

の
形
式
に
つ
い
て
の
記
憶
／
知
識
も
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
異
な
る

こ
と
へ
の
違
和
感
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
伊
賀
上

（
二
〇
一
三
）
が
ソ
連
の
儀
礼
政
策
に
関
し
、
当
局
が
志
向
し
て
い

た
よ
う
な
、
個
人
と
国
家
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
形
成
さ
れ
ず
、

再
編
さ
れ
た
地
縁
、
血
縁
、
そ
の
他
の
関
係
性
が
作
り
出
す
、
私
的

領
域
で
の
絆
が
強
化
さ
れ
、
公
的
部
分
と
私
的
部
分
は
乖
離
し
て
い

た
と
い
う
指
摘
が
当
て
は
ま
ろ
う
。
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
で
、
マ
イ
ダ
ン

を
よ
そ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
親
族
同
士
の
集
ま
り
は
、
私
的
領
域
の
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絆
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ

も
ソ
連
期
に
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
が
「
ト
ロ
イ

ツ
ァ
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
公
的
な
位
置
づ
け
が
必
ず
し

も
徹
底
さ
れ
ず
、
私
的
な
領
域
に
お
い
て
、
特
に
宗
教
的
な
要
素
も

含
め
て
そ
の
独
自
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ピ
ト
ラ
ウ
（
の
原
型
と
な
っ
た
祭
り
）
を

は
じ
め
と
す
る
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
「
民
族
文
化
」
は
、
私
的
な
領

域
に
お
い
て
、
そ
の
独
自
性
を
認
識
さ
せ
る
も
の
と
し
て
存
在
し

た
。
し
か
し
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
知
識
人
を
中
心
と
す
る
人
々
が
、

そ
の
独
自
性
を
民
族
集
団
と
し
て
主
張
す
る
際
に
求
め
ら
れ
た
の

は
、
決
し
て
「
か
つ
て
の
ま
ま
」
に
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
公
認
さ

れ
た
形
式
に
則
っ
て
実
施
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自

分
た
ち
の
民
族
と
し
て
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か

に
、
こ
れ
を
通
じ
て
自
分
た
ち
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
は
、
一
定
程

度
成
功
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
実
践
が
定
式
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
人
々
の
経
験
や
記
憶
と
の
齟
齬
が
生
ま
れ
、「
自
分
た
ち
の
も

の
」
と
し
て
の
愛
着
を
持
ち
づ
ら
い
状
況
も
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
、
現
代
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
民
族
復
興
」
の
現
実
と
限
界
の
一

端
が
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

◉
注

＊
１ 

本
調
査
は
、
平
和
中
島
財
団
日
本
人
留
学
生
奨
学
生
、
北
海
道
大

学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
大
学
院
生
調
査
助
成
、
松
下
幸
之
助
記
念
財

団
研
究
助
成
の
支
援
を
受
け
て
実
施
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
示
し
た
い
。

＊
２ 

タ
タ
ー
ル
の
中
に
は
、
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
活
動
に
対
し
て
「
似
非

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と
す
る
評
価
も
見
ら
れ
た
（K

rasnaia T
atariia 

1925

）。

＊
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こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
付
属
民
族
学
人
類
学

研
究
所
が
、
各
地
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
全
国
の
民
族
運
動
の
傾

向
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
（Filippova 2003; T

ishkov 2003; 
Stepanov 2007

）。

＊
５ 

タ
タ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
他
に
ミ
シ
ャ
リ
や
シ
ベ
リ
ア
・
タ
タ
ー

ル
と
い
っ
た
集
団
も
、
独
立
し
た
地
位
を
求
め
て
活
動
し
て
い
た
。
し

か
し
、
最
も
注
目
を
集
め
た
の
は
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
内
に
集
住
し
、
か

つ
宗
教
の
問
題
も
絡
ん
で
い
た
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
で
あ
っ
た
。

＊
６ 

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
プ
ー
チ
ン
は
、

「
仮
に
ロ
シ
ア
人
が
自
ら
を
ム
ス
リ
ム
と
見
な
し
て
も
、
彼
は
タ
タ
ー

ル
と
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
回
答
し
た
。

＊
７ 

こ
の
過
程
に
関
し
て
は
、
民
族
学
人
類
学
研
究
所
の
ソ
コ
ロ
フ
ス

キ
ー
（Sokolovskii 2004

）
が
詳
細
な
資
料
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
る
。

＊
８ 
「
ト
ゥ
イ
（tui

）」
と
は
、
タ
タ
ー
ル
語
の
一
般
的
な
意
味
と
し
て

は
、「
結
婚
式
」
や
「（
一
般
的
な
）
祭
り
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

＊
９ 

T
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＊
10 

初
代
大
統
領
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
一
九
九
六
年
、
第
二
代
大
統
領
プ
ー

チ
ン
は
二
〇
〇
〇
年
、
第
三
代
大
統
領
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
は
二
〇
一

一
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ザ
ン
の
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
に
参
加
し
て
い
る
。

＊
11 

バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
共
和
国
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
に
隣
接

し
、
そ
の
名
称
民
族
の
バ
シ
キ
ー
ル
は
タ
タ
ー
ル
と
近
縁
の
民
族
で
、

サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
と
同
様
の
習
慣
を
持
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
差
異
を
強

調
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
「
ハ
バ
ン
ト
ゥ
イ
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て

い
る
。

＊
12 

ロ
シ
ア
人
の
た
め
に
は
「
カ
ラ
ヴ
ォ
ン
」、
こ
の
地
域
の
少
数
民

族
で
あ
る
マ
リ
の
た
め
に
は
「
セ
ム
ィ
ク
」、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
の
た
め
に

は
「
ウ
ヤ
フ
」
と
い
う
祭
り
が
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
支
援
の
も
と
実
施
さ

れ
て
い
る
。

＊
13 

初
代
大
統
領
の
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
、
そ
の
在
職
中
一
度
も
ピ
ト
ラ

ウ
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
公
に
は
、
警
備
上
、
安
全
を
確
保
で
き
な
い

た
め
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
彼
自
身
が
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
こ
と

を
嫌
っ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
、
と
い
う
噂
が
ま
こ
と
し
や
か
に
さ

さ
や
か
れ
て
い
る
。

＊
14 

筆
者
は
二
〇
一
〇
年
に
参
加
し
た
際
、
郡
の
文
化
部
長
で
、
ク

リ
ャ
シ
ェ
ン
地
方
代
表
の
家
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス

で
ピ
ト
ラ
ウ
が
「
サ
バ
ン
ト
ゥ
イ
」
と
紹
介
さ
れ
た
の
に
対
し
、
文
化

部
長
は
即
座
に
組
織
を
通
じ
て
抗
議
を
し
た
。

＊
15 

ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
の
活
動
と
ロ
シ
ア
正
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
（
二
〇
一
三
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

◉
参
考
文
献

伊
賀
上
菜
穂
（
二
〇
一
三
）『
ロ
シ
ア
の
結
婚
儀
礼

―
家
族
・
共
同
体
・

国
家
』
彩
流
社
。

櫻
間
瑛
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