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文
献
研
究
に
対
比
さ
れ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
文
系
理
系
の
垣

根
を
超
え
て
、
さ
ら
に
各
デ
シ
プ
リ
ン
の
違
い
を
越
え
て
、
重
要
な
研

究
の
手
段
で
あ
り
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な

く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
論
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
。
最
近
の
も
の
を
あ

げ
る
な
ら
ば
、
学
問
分
野
を
超
え
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
論
と
し
て
、

『
１
０
０
万
人
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
シ
リ
ー
ズ
』（
二
〇
一
四
～　

全
一
五
巻
、
古
今
書
院
）
が
あ
る
。
こ
の
企
画
は
学
問
分
野
や
地
域
別
で

は
な
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
ま
つ
わ
る
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
編
集
さ

れ
て
お
り
、
複
数
の
執
筆
者
に
よ
る
論
集
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
人

類
学
に
限
定
さ
れ
た
企
画
と
し
て
は
、『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
選
書
』

（
二
〇
一
三
～　

全
二
〇
巻
、
臨
川
書
店
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
人
の
人
類

学
者
が
自
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
語
る
と
い
う
も
の
で
、
結
果
と

し
て
は
地
域
別
の
編
集
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
一

一
人
の
中
国
人
人
類
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者
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軌
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を
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冊
と
し
て
、中
国
を
舞
台
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。

本
企
画
が
人
類
学
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
訳
が

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
学
問
と
し
て
の
人
類
学

の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
人
類
学
者
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

並
々
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
終
え
た
人
類
学
者
に
は
、
さ
ら
に
調
査
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
自
文

化
に
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
「
翻
訳
」
し
、民
族
誌
と
し
て
記
述
す
る
、

と
い
う
作
業
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

人
類
学
で
は
こ
の
民
族
誌
の
「
客
観
性
」
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

民
族
誌
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
巡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
内
省
が
な
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
「
個
人
の
作
品
」
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
民
族
誌
を

読
む
際
に
、
そ
の
調
査
者
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に

調
査
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
民
族
誌
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
へ

韓
敏
著

大
地
の
民
に
学
ぶ

激
動
す
る
故
郷
、
中
国
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の
関
心
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
実
際
、
そ
う
し
た
研
究
も
さ
れ
て
き

て
い
る
が
、
理
想
は
、
調
査
を
し
た
人
類
学
者
自
身
が
、
自
ら
の
調
査

を
語
る
エ
ッ
セ
ー
を
書
き
残
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
そ
う

し
た
動
き
の
一
冊
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

著
者
は
中
国
の
東
北
地
方
で
育
ち
、
吉
林
大
学
の
大
学
院
で
日
本
文

学
を
専
攻
し
、
修
士
論
文
で
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
論
を
書
き
上
げ
る

な
か
で
、
中
根
千
枝
の
『
タ
テ
社
会
の
力
学
』
を
通
し
て
人
類
学
に
出

会
う
。
彼
女
に
と
っ
て
人
類
学
と
い
う
学
問
は
、
自
分
自
身
が
体
験
し

た
社
会
主
義
革
命
の
意
義
を
問
い
直
す
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
日
本
の
大
学
院
に
留
学
し
、
義
父
の
人
脈
を
た
よ
っ
て
安
徽
省
北
部

の
蕭
県
の
農
村
に
一
九
九
〇
年
か
ら
一
年
間
ほ
ど
住
み
込
み
、
人
類
学

的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
英
語
で
博
士
論
文
を
執
筆
し
た
。

こ
れ
を
出
版
し
た
も
の
がSocial change and continuity in a village in 

N
orthern Anhui, China ･

（2001

）
で
あ
る
。

本
シ
リ
ー
ズ
の
意
図
は
、
人
類
学
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
教
訓
、
そ
し
て
そ

の
醍
醐
味
な
ど
、
こ
れ
ま
で
正
面
か
ら
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を

公
開
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
書
の
最
大
の
特
色
は
、
ホ
ー
ム
・
ア
ン
ソ

ロ
ポ
ロ
ジ
ス
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
中
国
人
研
究
者

の
場
合
、
日
本
人
研
究
者
に
比
べ
て
格
段
に
有
利
な
条
件
で
調
査
で
き

る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
ホ
ー
ム
・
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ス
ト

な
り
の
葛
藤
が
あ
る
。
本
書
を
読
め
ば
、
中
国
農
村
で
の
調
査
は
、
中

国
人
研
究
者
で
も
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
人
脈
と
後
ろ

盾
が
な
い
と
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
ま
た
、
著
者
が
女
性
で
あ

る
と
い
う
こ
と
も
、
父
系
原
理
の
強
い
中
国
に
あ
っ
て
は
あ
る
種
の
利

点
と
な
る
。
本
書
の
随
所
に
、
女
性
の
立
場
か
ら
の
視
点
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
著
者
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
調
査
者
が
女
性

で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
本
書
を
通
読
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
読
み
」
が
可

能
で
あ
る
。
表
向
き
に
は
、
一
人
の
人
類
学
者
の
誕
生
と
成
長
の
軌
跡

の
物
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
っ
て
き

た
中
国
の
現
代
史
と
も
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本
書
の
随

所
に
見
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
現
代
の
中
国
農
村
の
一
断
面
を
伝
え

る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
淮
北
の
地
に
お
け
る
豊
富
な
麵

食
、
冬
の
寒
さ
と
ぬ
か
る
ん
だ
土
に
適
し
た
履
き
物
（「
毛
窩
子
」）、
漢

字
で
書
く
こ
と
の
出
来
な
い
方
言
の
語
彙
、
女
性
の
地
位
（
宴
会
で
は

女
性
は
台
所
で
食
事
）
な
ど
は
、
住
ん
で
み
な
い
と
分
ら
な
い
世
界
で
あ

る
。村
レ
ベ
ル
に
お
け
る
革
命
の
実
態
と
い
う
点
で
は
、ア
ニ
タ･

チ
ェ

ン
他
編
の
『
チ
ェ
ン
村
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
）
が
想
起
さ
れ
る
が
、

本
書
は
本
人
が
直
接
見
聞
き
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、迫
力
が
あ
る
。･･

例
え
ば
、
こ
の
地
に
お
け
る
土
地
改
革
の
実
態
も
生
々
し
く
語
ら
れ

て
い
る
。
広
東
や
四
川
と
異
な
り
、
こ
の
地
域
の
土
地
改
革
は
比
較
的
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穏
便
に
行
わ
れ
、死
者
が
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。と
は
い
え
、李
氏（
仮

名
）
一
族
が
多
数
を
占
め
る
宗
族
村
に
あ
っ
て
、
よ
そ
か
ら
来
た
工
作

隊
に
よ
っ
て
地
主
や
富
農
に
認
定
さ
れ
た
の
も
李
氏
で
あ
れ
ば
、
土
地

を
分
配
さ
れ
る
側
も
李
氏
で
あ
っ
た
。
貧
農
の
中
に
は
一
族
か
ら
の
土

地
の
分
配
を
断
る
人
も
あ
っ
た
と
い
う
。
新
し
く
選
出
さ
れ
た
幹
部
九

人
の
う
ち
、
李
氏
が
四
名
を
占
め
た
た
め
、
階
級
区
分
を
含
め
、
李
氏

一
族
の
庇
護
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と
い
う
。
土
地
改
革
が
村
の

宗
族
組
織
に
も
た
ら
し
た
影
響
と
い
う
こ
と
で
は
、
本
書
は
、
遼
寧
省

を
舞
台
と
し
た
聶
莉
莉
の
『
劉
堡
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
）
の

研
究
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
も
い
え
る
。

調
査
地
の
蕭
県
は
、
国
民
政
府
の
首
都
で
あ
っ
た
南
京
に
近
く
、
国

民
党
の
支
配
地
域
で
あ
っ
た
土
地
の
人
々
は
、
国
民
党
が
ま
た
戻
っ
て

く
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
、
共
産
党
政
権
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
っ

た
。
実
際
、
土
地
改
革
の
真
の
狙
い
は
、
地
主
の
土
地
を
貧
農
に
分
配

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
新
し
い
権
力
構
造
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土

地
の
国
有
化
と
集
団
化
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
実
行
に

移
し
た
の
が
人
民
公
社
化
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
行
政
と
経
済
組

織
と
が
一
体
化
し
た
の
み
な
ら
ず
、公
社
組
織
の
軍
事
化
も
行
わ
れ
た
。

公
社
は
軍
の
組
織
に
な
ら
い
「
団
」
に
、
行
政
村
は
「
大
隊
」
に
、
自

然
村
は
「
中
隊
」
に
編
入
さ
れ
る
。
ま
た
小
村
が
大
村
に
合
併
さ
れ
る

中
で
、
人
々
の
強
制
移
住
が
行
わ
れ
た
。
村
人
は
こ
れ
を
「
大
搬
家
」

と
呼
び
、
当
時
の
悲
惨
な
出
来
事
を
語
り
出
す
。

悲
惨
な
出
来
事
と
い
え
ば
、
共
同
食
堂
で
の
浪
費
、
労
働
力
の
駆
り

出
し
に
よ
る
減
産
、
生
産
高
の
水
増
し
報
告
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
大
飢
饉
が
あ
る
。
当
時
、
二
〇
五
人
の
村
人
の
中
で
、
三
九
人
が
餓

死
し
た
と
い
う
。
あ
る
家
で
は
、
餓
死
し
た
二
人
の
娘
を
ベ
ッ
ド
に
寝

か
せ
て
眠
っ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
た
。
食
堂
か
ら
二
人
分
の
食
糧
を
得

る
た
め
だ
っ
た
。
当
時
、村
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、

中
に
は
つ
て
を
頼
っ
て
何
と
か
脱
出
に
成
功
し
た
人
も
い
た
。
あ
る
人

は
、
親
戚
の
い
る
徐
州
を
目
指
し
て
徒
歩
で
出
発
す
る
が
、
途
中
の
村

で
拘
束
さ
れ
強
制
労
働
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
飢
饉
の
原
因
に
対
す

る
見
解
は
、
村
人
の
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
。
即
ち
、
四
〇
代

以
下
の
人
は
ソ
連
へ
の
無
理
な
返
済
と
、
三
年
続
い
た
自
然
災
害
が
原

因
で
あ
る
と
す
る
体
制
側
の
歴
史
を
語
る
の
に
対
し
、
四
〇
代
以
上
の

世
代
は
、
体
制
側
の
歴
史
は
語
ら
ず
、
地
元
の
幹
部
の
人
間
性
の
悪
さ

の
せ
い
に
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
話
は
、
著
者
の
側
か
ら
聞
き
出
し
た
の
で
は
な
く
、
親
戚

に
対
し
て
自
分
た
ち
の
過
去
を
語
る
よ
う
に
、
農
民
自
ら
語
っ
て
き
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
「
調
査
の
極
意
」
な
ど
と
い
う
評
論

は
し
た
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
著
者
は
、
調
査
者
と
し
て
で
は
な
く
、
一

人
の
人
間
と
し
て
ど
こ
ま
で
人
々
と
心
が
通
じ
合
え
る
か
、
と
い
う
人

類
学
者
と
し
て
の
根
源
的
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
急
進
的
に
進
め
ら
れ
た
人
民
公
社

の
運
動
は
、そ
の
初
期
か
ら
農
村
経
済
に
破
壊
と
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。

世
界
人
口
の
五
分
の
一
が
動
員
さ
れ
た
社
会
主
義
革
命
は
、
為
政
者
に

と
っ
て
は
人
類
史
に
残
る
大
胆
な
実
験
で
あ
っ
て
も
、
民
衆
に
と
っ
て

は
個
人
や
家
族
、
そ
し
て
村
が
大
き
く
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
悲
惨
な

体
験
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

中
国
共
産
党
は
、文
革
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
公
式
に
認
め
て
い
る
が
、

人
民
公
社
化
や
土
地
改
革
に
対
す
る
評
価
は
変
え
て
い
な
い
。
そ
の
意

味
で
は
、
本
書
は
研
究
者
と
し
て
の
良
心
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
を
支

え
て
い
る
の
は
、
自
分
が
農
民
の
心
を
代
弁
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
使

命
感
で
あ
る
。
こ
の
農
民
へ
の
思
い
は
、
何
人
と
雖
も
批
判
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
類
学
者
と
し
て
の
枠
を
超
え
て
発
言
す
る

著
者
の
勇
気
は
、
自
文
化
研
究
者
な
ら
で
は
の
も
の
と
言
え
る
。

改
革
開
放
政
策
も
村
人
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
人
民
公
社

の
解
体
と
市
場
経
済
の
波
は
、
集
団
経
済
を
弱
体
化
さ
せ
、
幹
部
の
権

限
を
縮
小
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
再
び
家
族
や
宗
族
の
重
要
性
が
増
す

こ
と
と
な
っ
た
。
農
村
部
に
お
け
る
宗
族
の
動
き
に
対
し
て
、
政
府
は

中
央
、
省
、
県
、
郷
の
い
ず
れ
も
、
明
確
な
態
度
を
示
し
て
お
ら
ず
、

な
か
ば
黙
認
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
況
と
反
比
例
す
る

か
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
郷
村
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
政
治
的
統
合

力
が
弱
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
村
で
も
宗
族
組
織
の
再
編
が
行
わ
れ
、
新

た
な
石
碑
の
建
立
や
族
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
。
村
レ
ベ
ル
を
超
え
る

李
姓
一
族
の
関
係
も
再
構
築
さ
れ
た
。
村
の
幹
部
も
全
員
、
李
姓
の
者

が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宗
族
と
姻
戚
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
生
活

の
安
全
を
保
障
す
る
制
度
の
一
つ
で
あ
り
、
経
済
発
展
の
手
段
と
し
て

活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

農
村
部
に
お
け
る
変
化
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
結
婚
年
齢
が
早

ま
っ
た
こ
と
、
女
児
の
間
引
き
に
よ
っ
て
生
じ
た
男
女
比
の
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
と
、
結
婚
に
お
い
て
女
性
の
側
の
立
場
が
上
昇
し
た
こ
と
、
窃
盗

や
子
供
や
若
い
女
性
の
誘
拐
な
ど
治
安
の
悪
化
、
貧
富
の
格
差
の
拡
大

な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
不
安
と
連
動
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
も
急

速
な
勢
い
で
普
及
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
は
一
九
世
紀
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
の
布
教
の
歴
史
は
あ
る
が
、
入
信
者
が
多
く
な
っ
た
の
は
、
改
革

開
放
以
降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
蕭
県
に
は
、
一
九
九
三

年
の
時
点
で
教
会
が
二
個
所
、
聚
会
所
が
四
七
個
所
あ
り
、
信
者
は

一
万
二
〇
〇
〇
人
で
県
人
口
の
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
実
際

に
は
、
政
府
が
把
握
し
て
い
な
い
家
庭
で
の
集
会
が
数
多
く
あ
り
、
そ

の
数
は
も
っ
と
多
い
で
あ
ろ
う
。
信
者
の
多
く
は
文
字
の
読
め
な
い
年

配
の
女
性
ら
で
、病
気
や
家
族
の
不
和
が
入
信
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。

信
者
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
教
義
は
問
題
で
は
な
く
、
神
を
崇
拝
し
、

賛
美
歌
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
禄
寿
が
手
に
入
れ
ば
よ
く
、
聖
職

者
の
側
も
「
東
方
紅
」
を
替
え
歌
に
し
、
歌
詞
で
毛
沢
東
の
と
こ
ろ
を
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イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
置
き
換
え
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
。

著
者
は
二
〇
〇
七
年
の
訪
問
以
来
、
七
年
ぶ
り
と
な
る
二
〇
一
四
年

に
も
村
を
再
訪
し
、
都
会
へ
の
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
経
済
的
に
豊
か
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
変
化
も
記
録
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
家
の
建
て
替

え
、
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
な
ど
の
家
電
の
普
及
、
太
陽
光
湯
沸
か
し
器
に

よ
っ
て
毎
日
の
シ
ャ
ワ
ー
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
が
出
現
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
ゴ
ミ
が
発

生
し
、
そ
の
多
く
が
河
に
棄
て
ら
れ
、
ゴ
ミ
処
理
が
問
題
化
し
て
い
る

こ
と
な
ど
な
ど
。

終
章
で
は
、
観
光
人
類
学
と
の
出
会
い
と
、
毛
沢
東
の
神
格
化
の
問

題
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
著
者
に
と
っ
て
、

村
レ
ベ
ル
か
ら
社
会
主
義
革
命
を
問
い
直
す
作
業
の
対
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
即
ち
、
社
会
主
義
政
権
が
社
会
動
員
の
手
段
と
し
て
ど
の
よ
う

な
言
説
や
シ
ン
ボ
ル
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
が
ど
う
変
遷
し
て
い
っ
た
か

を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
末
端
側
と
政
権
側
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
よ
う
と
い

う
訳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
迫
力
の
点
で
は
末
端
側
の
視
点
の
方
が
は

る
か
に
勝
っ
て
い
る
。

東
北
地
方
の
都
会
育
ち
の
著
者
に
と
っ
て
、
淮
北
農
村
の
世
界
は
、

「
異
文
化
」
と
い
え
る
ほ
ど
異
質
な
世
界
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
日

本
在
住
の
方
が
長
く
な
る
と
、
ど
ち
ら
が
ホ
ー
ム
な
の
か
、
分
ら
な
く

な
る
。
両
方
の
視
点
を
も
っ
た
著
者
に
は
、
是
非
、
日
本
の
社
会
や
文

化
を
論
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
本
書
を
読
め
ば
、
著
者
が

書
い
た
民
族
誌
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
民
族
誌
は

中
国
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
読
者
と
し
て
は
日
本
語
版
が
待

ち
望
ま
れ
る
。

本
書
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
論
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
上
述
の
如
く
、
中
国
社
会
の
現
代
史
、
と
り
わ
け
底
辺
で

あ
る
農
村
部
の
実
情
や
中
国
人
社
会
の
特
質
な
ど
を
理
解
す
る
上
で
も

格
好
の
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
教
科
書
的
で
は
な
く
、
著
者

と
農
民
ら
の
生
の
声
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
読
み
易
い
に
も
関
わ

ら
ず
、
重
み
が
あ
る
。
大
学
院
生
時
代
か
ら
著
者
を
知
る
者
と
し
て
、

あ
る
種
の
感
慨
と
心
地
よ
い
感
動
を
も
っ
て
本
書
を
読
み
終
え
た
。
そ

れ
は
本
書
を
読
む
全
て
の
人
が
持
つ
印
象
で
あ
ろ
う
。

（
に
し
ざ
わ
・
は
る
ひ
こ　

武
蔵
大
学
）


