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（
著
者
は
唱
え
言
と
し
て
扱
う
）
に
注
目
し
た
論

究
で
あ
る
。
そ
の
歌
が
民
謡
「
花
讃
め
の
祝
歌
」

で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
こ
に
登
場
す
る
の
か
に
つ
い

て
、
語
り
手
の
特
性
を
、「
基
層
／
表
層
」
の
構

造
に
お
い
て
と
ら
え
る
視
点
を
示
し
た
も
の
と
い

え
る
。
第
三
節
「『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
採

録
と
語
り
―
日
本
笑
話
「
和
尚
と
小
僧
」
と
の

比
較
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
韓
国
の
「
食
べ
る

と
死
ぬ
干
柿
」
と
日
本
の
「
飴
は
毒
」（
ち
な
み

に
狂
言
で
は
「
附
子
」）
と
比
較
対
照
し
た
も
の

で
、
両
者
の
比
較
に
加
え
て
、
語
り
の
衰
退
や
採

録
、
翻
訳
の
問
題
な
ど
に
も
言
及
す
る
。

第
四
節
「『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
口
碑
「
新

房
の
ぞ
き
見
」
の
話
型
―
日
本
説
話
と
の
比
較

を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
韓
国
の
口
碑
「
新
房
の

ぞ
き
見
」
は
、
花
嫁
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
世
間
話
で
あ
る
が
、
そ
の
類
話

を
周
辺
国
に
探
し
て
方
向
づ
け
た
い
と
す
る
の
が

趣
旨
で
あ
る
。
民
間
伝
承
に
あ
る
の
は
初
夜
の
艶

笑
譚
で
、
殺
害
と
い
う
物
騒
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、『
日
本
霊
異
記
』『
今
昔
物
語
』『
伊
勢

物
語
』
な
ど
に
は
「
食
人
鬼
」
の
類
話
が
あ
り
、

背
景
に
結
婚
制
度
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
と
い

う
。
さ
ら
に
中
国
の
古
典
に
も
類
話
が
あ
り
、

し
っ
く
り
こ
な
い
が
、「
基
層
／
表
層
」
の
構
造

把
握
か
ら
す
る
と
ゆ
る
や
か
な
話
型
が
見
え
る
と

す
る
が
、
い
ま
一
つ
決
め
手
に
欠
け
る
。

第
五
節
「
天
人
女
房
の
神
話
と
昔
話
」
は
、
近

江
の
余
呉
湖
の
天
人
女
房
の
伝
説
か
ら
出
発
し
、

日
中
韓
の
天
人
女
房
の
伝
承
や
研
究
を
概
観
し
な

が
ら
、
そ
の
古
態
を
求
め
て
漢
籍
や
古
文
献
を
追

究
し
、
古
代
中
国
の
燕
の
卵
か
ら
出
現
す
る
「
王

朝
始
祖
神
話
」
に
行
き
着
く
。
こ
れ
を
淵
源
と
し

て
、
そ
の
後
の
天
人
女
房
の
話
型
を
整
序
、
系
統

づ
け
る
と
い
っ
た
、
時
空
を
羽
撃
く
よ
う
な
構
想

で
は
あ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
と
背
反
す
る
よ
う
に

空
疎
な
部
分
も
目
立
つ
。
昔
話
伝
承
を
歴
史
文
書

等
と
の
安
易
な
照
合
と
い
っ
た
比
較
の
問
題
や
、

昔
話
の
誕
生
譚
と
婚
姻
譚
と
を
結
び
つ
け
る
荒
っ

ぽ
さ
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
着
想
の
す
ば
ら
し

さ
に
論
証
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
歯
が
ゆ

さ
が
あ
る
。

第
六
節
「
光
前
寺
略
縁
起
と
早
太
郎
伝
説
」
は
、

長
野
県
駒
ヶ
根
市
光
前
寺
の
飼
い
犬
が
、
静
岡
県

磐
田
市
の
見
付
天
神
の
怪
物
を
退
治
し
た
と
い
う

内
容
で
、
縁
起
に
記
録
さ
れ
伝
説
と
し
て
も
流
布

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
光
前
寺

に
か
か
わ
る
数
本
の
縁
起
類
の
検
討
か
ら
始
め

る
。
江
戸
後
期
の
縁
起
の
初
め
ご
ろ
の
も
の
は
開

創
縁
起
に
「
早
太
郎
伝
説
」
の
骨
子
が
組
み
込
ま

れ
た
が
、
そ
こ
に
は
人
身
御
供
や
生
贄
は
な
か
っ

た
が
、
し
だ
い
に
早
太
郎
が
メ
イ
ン
と
な
り
、
関

連
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多
彩
に
な
っ
て
、
不
動
尊

と
霊
犬
の
物
語
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
と
い
う
。

こ
の
縁
起
研
究
を
も
と
に
、
光
前
寺
や
見
付
天
神

等
へ
の
聞
き
取
り
を
加
え
、
さ
ら
に
は
歌
舞
伎
や

黄
表
紙
等
の
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
取
り
込
み
な
が

ら
、「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
縁
起
の
重
層
性
が
歴

史
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
る
。
縁
起
の

生
成
に
社
会
的
動
向
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
、「
猿
神
退
治
」
の
説

話
や
昔
話
「
し
っ
ぺ
い
太
郎
」
と
、
こ
の
縁
起
や

早
太
郎
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
の
か
、
追

究
し
て
欲
し
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
問
題
は
、

「
結
章
」
へ
と
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

結
章
の
「
文
学
史
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物

語
』」
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
「
説
話
分

析
の
方
法
」
の
再
確
認
の
意
味
合
い
を
込
め
た
も

の
で
、
本
書
に
お
け
る
著
者
の
訴
え
の
核
心
で
あ

る
。
第
三
章
第
六
節
「
光
前
寺
略
縁
起
と
早
太
郎

伝
説
」
で
、
直
接
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
猿
神
退
治
」
の
説
話
の
分
析
を
具
体
的

に
示
し
な
が
ら
、『
風
土
記
』
か
ら
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
そ
し
て
昔
話
へ
と
通
底
す
る
も
の
を
「
文
学

史
」
と
し
て
提
示
し
、「
ひ
と
つ
の
表
現
は
内
在
的

に
基
層
と
古
層
を
も
ち
、
そ
の
上
に
表
層
と
新
層

を
重
ね
る
形
で
仕
組
ま
れ
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と

す
る
の
が
、
著
者
の
訴
え
の
中
心
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、最
初
に
「
本
書
は
国
文
学
（
文
献
）

研
究
者
か
ら
口
承
文
芸
研
究
者
に
向
け
て
突
き
つ

け
ら
れ
た
課
題
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
今
は
、
そ

の
刃
に
応
え
る
べ
き
時
か
も
し
れ
な
い
。
再
三
取

り
上
げ
て
き
た
「
説
話
分
析
の
方
法
」
は
、
著
者

が
国
文
学
の
現
状
の
「
出
典
研
究
の
呪
縛
か
ら
ど

う
逃
れ
る
か
」
と
も
が
い
た
末
の
具
体
的
方
法
で

あ
ろ
う
か
ら
、
真
摯
に
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

率
直
に
言
っ
て
、そ
の
発
想
は
よ
し
と
す
る
が
、

完
成
に
は
未
だ
至
ら
ず
と
い
う
状
態
と
い
え
る
。

そ
の
理
由
を
思
い
つ
く
ま
ま
上
げ
る
と
、一
つ
は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
か
ら
発
想
す
る
が
、
そ
こ
に

執
着
せ
ず
、
す
べ
て
の
文
献
研
究
の
地
平
に
立
つ

こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
上
で
、
方
法

の
精
度
を
高
め
る
た
め
に
、
ま
ず
は
極
力
事
項
の

設
定
に
恣
意
性
の
な
い
科
学
的
方
法
へ
と
磨
き
を

か
け
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と
言
っ
て
、

そ
の
具
体
的
な
知
恵
は
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず

八
十
年
も
前
に
な
る
柳
田
の
昔
話
理
論
を
絶
対
視

す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
広
く
取

り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
口
幅
っ
た
い
言
い
方
に

な
る
が
、
関
敬
吾
の
『
昔
話
の
歴
史
』
は
「
天
人

女
房
」
の
研
究
に
は
必
見
。
そ
れ
か
ら
ウ
ラ
ジ

ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
と
マ
ッ
ク
ス
リ
ュ
テ
ィ
ー
の

研
究
を
、「
説
話
分
析
の
方
法
」
に
参
考
し
て
欲

し
い
。
校
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
今
こ
そ
、
ご
健
闘

と
成
功
を
祈
念
し
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
三
月　
新
典
社
刊

本
体
一
七
、二
〇
〇
円

（
は
な
べ
・
ひ
で
お
／
國
學
院
大
學
）

本
書
は
、今
井
秀
和
氏
の
学
位
請
求
論
文
『『
甲

子
夜
話
』
怪
異
・
奇
聞
の
研
究
』
の
執
筆
を
通
し

て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
論
点
を
、
発
展
さ
せ
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
甲
子
夜
話
』

を
著
し
た
松
浦
静
山
を
中
心
に
江
戸
後
期
に
お
け

る
知
識
人
の
奇
聞
に
対
す
る
興
味
の
示
し
方
や
そ

の
前
提
と
な
る
知
的
基
盤
に
つ
い
て
、
当
時
江
戸

に
流
布
し
た
二
人
の
少
年
の
怪
異
的
話
題
を
軸
と

し
な
が
ら
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

全
体
の
構
成
を
概
観
す
る
と
、
第
一
章
か
ら
第

三
章
ま
で
が
『
仙
境
異
聞
』
論
、
第
四
章
か
ら
第

六
章
ま
で
が
『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
論
、
第
七
章

か
ら
第
九
章
ま
で
が
松
浦
静
山
と
平
田
篤
胤
論
で

あ
る
。
そ
し
て
、
終
章
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

怪
異
的
世
界
観
の
醸
成
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た

江
戸
後
期
の
知
識
人
達
の
知
的
営
み
の
背
景
に
つ

書 

評

　
今
井
秀
和
著

『
異
世
界
と
転
生
の
江
戸
―
平
田
篤
胤
と
松
浦
静
山
』佐　

藤　
　
優
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い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
論
点
は
、
今
井
氏
が

「
あ
と
が
き
」
で
「
本
書
は
、
異
世
界
・
転
生
・

妖
怪
と
い
っ
た
不
可
思
議
な
モ
ノ
ゴ
ト
を
基
軸

に
、
江
戸
後
期
知
識
人
の
有
す
る
世
界
観
に
迫
っ

た
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

本
書
の
全
体
を
通
し
て
追
及
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
各
章
の

内
容
を
大
ま
か
に
把
握
し
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
よ
う
。

第
一
章
「「
仙
境
」
と
は
何
か
―
江
戸
の
「
異

世
界
」
調
査
録
―
」
で
は
、『
仙
境
異
聞
』
の
テ

キ
ス
ト
構
成
を
抑
え
た
上
で
、
人
間
で
は
な
い
モ

ノ
が
棲
む
「
異
世
界
」
を
往
還
で
き
る
少
年
寅
吉

の
語
り
に
つ
い
て
、「
一
介
の
少
年
に
過
ぎ
な
い

寅
吉
の
不
確
か
な
語
り
に
対
し
て
、
篤
胤
を
中
心

と
す
る
少
な
か
ら
ぬ
大
人
た
ち
が
、
な
ぜ
絶
大
の

信
頼
を
置
い
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
課
題
に

迫
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
寅
吉
が
語
る
「
こ
の
世

な
ら
ざ
る
世
界
」
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
「
こ
の

世
」
の
対
立
項
と
し
て
あ
る
「
彼
岸
」
や
「
他

界
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
国
や
宇
宙
と

い
っ
た
未
知
の
世
界
と
併
存
可
能
な
世
界
で
あ

り
、
鎖
国
体
制
下
に
お
け
る
限
ら
れ
た
世
界
観
を

拡
張
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
篤
胤
は
想
定
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
の
語
る
内
容
を
信
じ
た
と
論

じ
て
い
る
。

第
二
章
「『
仙
境
異
聞
』
と
和
漢
の
文
献
知
識

―
寅
吉
の
語
り
を
構
成
す
る
も
の
―
」
で
は
、

寅
吉
の
語
り
を
構
成
す
る
要
素
に
つ
い
て
焦
点
を

絞
り
論
を
進
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
寅
吉
の

語
る
内
容
は
、「
古
典
文
学
や
民
俗
学
に
興
味
を

持
つ
者
が
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
よ
う
な
、
あ
る
い

は
見
聞
き
し
た
よ
う
な
知
識
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
」。
だ
が
、
篤
胤
は
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て

い
な
が
ら
も
、
な
ぜ
「
寅
吉
が
文
献
知
識
か
ら
情

報
を
吸
収
し
、
編
集
し
、
そ
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

し
て
い
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と

問
題
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
、
寅
吉
の
語
る
内
容

は
、
篤
胤
に
と
っ
て
「
幽
冥
界
の
消
息
を
伝
え
る

「
実
例
」」
と
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
柄

を
詳
細
に
語
る
彼
に
絶
大
な
信
頼
を
置
い
た
。
こ

う
し
た
関
係
性
か
ら
、
篤
胤
と
寅
吉
に
近
し
い
知

識
人
も
彼
ら
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
っ

た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
三
章
「『
仙
境
異
聞
』
と
仏
教
―
寅
吉
の
出

家
を
軸
に
―
」
に
お
い
て
は
、
平
田
篤
胤
の
著

作
に
お
け
る
仏
教
的
要
素
に
着
目
し
論
を
進
め

る
。
具
体
的
に
は
、
篤
胤
が
自
ら
の
思
想
的
立
場

を
「
古
学
」
や
「
古
道
学
」
と
称
し
、
仏
教
を
否

定
し
て
い
っ
た
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
が
交
流
し
た
人
々
の
中
に
は
、
天
台

宗
の
僧
や
当
山
派
の
修
験
者
な
ど
が
多
数
い
た
こ

と
に
今
井
氏
は
着
目
す
る
。
そ
し
て
、『
仙
境
異

聞
』
の
中
で
仏
教
的
要
素
が
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寅
吉

が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
経
験
を
重
ね
て

い
た
の
か
を
跡
づ
け
し
、
仏
教
に
帰
依
し
出
家
し

た
こ
と
が
、
彼
が
語
る
そ
の
内
容
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
章
「『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
と
日
本
人
の

転
生
観
」
で
は
、
分
析
対
象
文
献
を
『
勝
五
郎
再

生
記
聞
』
に
移
し
、
篤
胤
の
転
生
観
に
つ
い
て
論

究
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
篤
胤
が
、
仏
教
的

転
生
観
や
儒
者
の
転
生
否
定
論
に
対
し
て
異
論
を

『
新
鬼
神
論
』
で
唱
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ

ら
に
篤
胤
は
、『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
に
お
い
て

転
生
を
司
る
の
は
、
産
土
神
で
あ
る
と
い
う
見
解

を
提
示
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
今
井
氏
は
、
こ
う

し
た
彼
の
転
生
観
に
つ
い
て
「
仏
教
的
な
転
生
観

や
他
界
観
か
ら
離
陸
す
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
思

想
的
ツ
ー
ル
と
し
て
「
産
土
神
」
に
代
表
さ
れ
る

土
地
の
神
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
結
論
づ

け
て
い
る
。

第
五
章
「
流
転
す
る
語
り
と
聞
き
取
り
―
『
勝

五
郎
再
生
記
聞
』
に
お
け
る
「
聞
き
書
き
」
―
」

で
は
、
勝
五
郎
が
語
る
生
ま
れ
変
わ
り
の
話
を

〈
怪
異
〉
と
と
ら
え
、
こ
う
し
た
話
の
語
り
方
や

聞
き
取
り
方
、
さ
ら
に
は
記
録
の
仕
方
が
示
す
意

味
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
章
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
本
書
の
中
で
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る

〈
怪
異
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
定
義
づ
け
で
あ
る
。

今
井
氏
は
、
小
松
和
彦
氏
や
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会

が
提
示
し
た
妖
怪
や
「
怪
異
」
に
つ
い
て
の
研
究

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
が
、「
転

生
を
信
ず
る
人
々
の
認
識
に
お
い
て
、
勝
五
郎
の

生
ま
れ
変
わ
り
は
決
し
て
怪
異
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
本
稿
が
勝
五
郎
の
転
生
を
括
る
に

際
し
て
カ
ッ
コ
付
き
の
〈
怪
異
〉
を
用
い
て
来
た

所
以
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
概
念
に

つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

第
六
章
「「
口
寄
せ
」
と
勝
五
郎
の
前
世
語
り

―
憑
依
と
転
生
の
分
水
嶺
―
」
に
お
い
て
は
、

〈
怪
異
〉
へ
の
熱
心
な
探
究
心
を
見
せ
る
篤
胤
の

具
体
的
な
知
的
基
盤
の
一
つ
に
「
天
狗
や
産
土
神

に
対
す
る
強
い
関
心
の
源
と
な
る
「
民
俗
」
が

あ
っ
た
は
ず
」
だ
と
指
摘
す
る
。
特
に
思
想
史
研

究
者
で
あ
る
星
山
京
子
氏
の
研
究
を
参
照
し
な
が

ら
、
篤
胤
の
故
郷
で
あ
る
出
羽
国
秋
田
の
民
俗

が
、
彼
の
知
的
営
み
の
背
骨
と
し
て
機
能
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、『
仙
境
異
聞
』
で
巫

覡
の
「
口
寄
せ
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
が
、
前
世
の
者

（
藤
蔵
と
い
う
）
の
霊
が
憑
依
し
た
語
り
と
認
識

さ
れ
な
か
っ
た
違
和
感
か
ら
、「
口
寄
せ
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
勝
五
郎
の
前
世
語
り
を
成
立
さ
せ

た
当
時
の
庶
民
文
化
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
論
を

展
開
す
る
。
結
論
的
に
は
、
勝
五
郎
の
転
生
譚
の

場
合
、
当
事
者
し
か
知
り
得
な
い
事
柄
を
詳
細
に

語
る
こ
と
こ
そ
が
、
あ
る
種
の
決
定
的
な
「
証

拠
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
一
件
が
奇
縁
と
な
り
勝
五
郎
の
家
と
藤

蔵
の
家
と
の
親
密
な
交
流
に
発
展
し
た
こ
と
も
あ

わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

第
七
章
「「
幽
冥
の
談
」
を
言
う
者
―
松
浦
静

山
の
〈
怪
異
〉
へ
の
態
度
―
」
で
は
、〈
怪
異
〉

を
記
録
し
て
き
た
江
戸
後
期
の
知
識
人
た
ち
に
焦

点
を
絞
り
、
記
録
者
の
思
想
的
あ
る
い
は
政
治
的

立
場
な
ど
に
よ
り
、
同
じ
〈
怪
異
〉
に
向
き
合
う

場
合
、
記
録
態
度
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
看
取
で

き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、〈
怪
異
〉

譚
も
多
く
収
録
し
て
い
る
『
甲
子
夜
話
』
の
編
者

で
あ
る
松
浦
静
山
は
、
寅
吉
と
同
様
の
体
験
を
し

た
家
僕
で
あ
る
源
左
衛
門
の
話
を
篤
胤
の
よ
う
に

全
般
的
に
信
用
す
る
の
で
は
な
く
、「
信
じ
る
こ

と
は
出
来
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
嘘
を
語
っ
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
」
と
半
信
半
疑
の
態
度

を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
を
肥
前
国
平
戸
藩
主
で
あ
っ
た
静
山
は
、
幕
府

儒
官
で
あ
る
林
述
斎
と
の
繋
が
り
か
ら
で
あ
る
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第

八・九
章
で
も
引
き
続
き
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
八
章
「
松
浦
静
山
の
怪
異
観
」
で
は
、
前
章

の
課
題
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、『
甲
子
夜
話
』
は
、
静
山
が
編
者
で
あ
る

が
、
そ
の
成
立
過
程
を
検
討
し
た
結
果
「
林
大
学

頭
述
斎
に
よ
る
資
料
提
供
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
助

言
の
み
な
ら
ず
本
文
の
添
削
ま
で
が
指
導
さ
れ
て
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い
た
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「『
甲
子
夜
話
』
は
、
そ
の
記
述
に
お
い
て
考
証
学

と
い
う
官
撰
編
纂
書
に
共
通
す
る
基
盤
を
有
し
て

い
た
」
と
今
井
氏
は
論
じ
て
い
る
。
た
だ
、『
甲

子
夜
話
』
が
、
身
分
を
超
え
た
様
々
な
人
々
か
ら

〈
怪
異
〉
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
、
記
述
し
て

い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、「
静
山
は
、
怪（
マ
マ
）異

に
対
す
る
好
奇
心
と
政
治
的
判
断
の
バ
ラ
ン
ス
感

覚
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
そ
の
処
世
術
の
背
景

に
最
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
政

界
の
事
情
通
で
あ
る
林
述
斎
と
の
深
い
交
流
だ
っ

た
」
と
論
じ
て
い
る
。

第
九
章
「
松
浦
静
山
と
平
田
篤
胤
―
そ
の
差

異
と
接
点
―
」
に
お
い
て
は
、
篤
胤
が
、
天
保

年
間
に
著
し
た
『
皇
国
度
制
考
』
や
『
天
朝
無
窮

暦
』
な
ど
が
、
幕
府
が
直
轄
し
て
い
た
度
量
制
度

や
暦
法
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
た
こ
と
で
、
幕

閣
か
ら
危
険
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結

果
、
著
述
活
動
が
禁
止
と
な
り
、
郷
里
の
秋
田
に

追
放
さ
れ
る
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
御
政
道
に
異
を
唱
え
始
め
る

篤
胤
と
幕
臣
で
あ
る
屋
代
弘
賢
の
交
流
及
び
篤
胤

の
活
動
を
静
観
し
な
が
ら
も
彼
と
興
味
の
対
象
を

同
じ
く
す
る
静
山
と
い
う
二
つ
の
立
場
か
ら
論
を

進
め
る
。
そ
し
て
、
篤
胤
と
静
山
と
の
接
点
を
示

す
事
例
と
し
て
『
甲
子
夜
話
』
に
収
録
さ
れ
た

「
人
魚
の
目
撃
談
」
を
取
り
あ
げ
、「
江
戸
後
期
の

人
魚
と
い
う
半
ば
「
妖
怪
」
的
、
半
ば
「
生
物
」

的
存
在
の
目
撃
談
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
は

と
き
に
、
西
洋
の
書
物
由
来
の
文
献
的
・
図
像
的

知
識
が
流
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
平
田
篤
胤
の
『
仙
境
異
聞
』
が
、

西
洋
の
文
物
を
含
む
様
々
な
文
献
知
識
か
ら
の
サ

ン
プ
リ
ン
グ
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
併
せ
て

考
え
る
べ
き
現
象
」
と
論
じ
る
。

終
章
「
異
世
界
と
転
生
の
江
戸
」
で
は
、
こ
れ

ま
で
論
じ
て
き
た
近
世
後
期
の
知
識
人
に
よ
る

〈
怪
異
〉
を
め
ぐ
る
知
的
営
み
に
対
し
、
さ
ら
に

敷
衍
し
た
形
で
論
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
篤

胤
や
静
山
な
ど
の
知
識
人
達
が
、
様
々
な
人
々
か

ら
見
出
し
た
〈
怪
異
〉
に
は
、
西
洋
か
ら
入
っ
て

き
た
情
報
が
投
影
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
章
で

論
じ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
西
洋
の
文
献
か
ら

の
直
接
的
あ
る
い
は
単
純
な
形
で
反
映
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
世
界
観
と
新
し
い
世

界
観
と
が
混
在
し
、
歪
め
ら
れ
た
形
で
彼
ら
の
前

に
〈
怪
異
〉
と
し
て
現
出
し
た
の
だ
と
指
摘
す

る
。
そ
う
し
た
〈
怪
異
〉
を
正
面
か
ら
信
じ
、
自

身
の
「
幽
冥
界
」
研
究
の
重
要
な
資
料
と
し
て
位

置
づ
け
た
の
が
、
平
田
篤
胤
な
の
で
あ
っ
た
。
逆

に
、
死
霊
や
神
、
あ
る
い
は
〈
怪
異
〉
そ
の
も
の

を
徹
底
的
に
否
定
し
た
の
が
、
山
片
蟠
桃
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、〈
怪
異
〉
そ
の
も
の
に
は
、
篤
胤

と
同
じ
興
味
を
示
し
な
が
ら
も
、
彼
の
知
的
営
為

や
〈
怪
異
〉
に
対
し
て
観
察
眼
的
態
度
で
接
し
て

い
た
の
が
、
松
浦
静
山
だ
と
述
べ
て
い
る
。
今
井

氏
は
、
こ
う
し
た
知
識
人
達
の
〈
怪
異
〉
に
対
す

る
温
度
差
を
「
肯
定
」・「
否
定
」・「
中
庸
（
グ

レ
ー
ゾ
ー
ン
）」
と
三
タ
イ
プ
に
分
け
て
い
る
。

そ
し
て
、「
中
庸
」
も
濃
淡
が
あ
る
と
推
測
す
る
。

具
体
的
に
は
、
篤
胤
の
社
会
的
立
場
の
変
化
に

よ
っ
て
〈
怪
異
〉
に
対
し
「
肯
定
的
」
立
場
を

取
っ
て
い
た
者
が
、「
否
定
的
」
立
場
へ
転
向
し

た
も
の
も
多
く
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す

る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
怪

異
〉
を
巡
る
知
識
人
の
知
的
「
動
態
」
を
よ
り
詳

細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
個
々
の
知
識
人
に

お
け
る
知
的
交
流
関
係
や
そ
の
集
ま
り
で
あ
る
知

的
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
も
よ
り
一
層
の
分
析
が
必
要

だ
と
し
て
い
る
。
以
上
が
、
本
書
の
概
要
で
あ

る
。さ

て
、
本
書
の
課
題
は
、
本
評
の
冒
頭
で
も
触

れ
た
江
戸
時
代
後
期
の
知
識
人
達
に
よ
る
世
界
観

を
不
可
解
な
モ
ノ
ゴ
ト
、
す
な
わ
ち
〈
怪
異
〉
の

視
点
か
ら
説
き
明
か
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、

今
井
氏
が
説
く
〈
怪
異
〉
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
。

勝
五
郎
が
語
る
転
生
譚
例
に
取
る
と
、
聴
き
手

は
、
彼
の
語
る
内
容
を
①
実
際
生
ま
れ
変
わ
っ
た

と
信
じ
る
、
②
語
る
内
容
が
事
実
と
合
致
す
る
の

で
嘘
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
、
③
ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い
、
④
本
当
か
ど
う
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
、

⑤
全
く
の
虚
言
な
ど
、
信
憑
性
の
部
分
に
お
い
て

①
〜
⑤
の
よ
う
な
濃
淡
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ

る
。ま

た
、
彼
の
語
る
内
容
は
、
現
代
の
科
学
的
合

理
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
⑤
の
所

感
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
六
章
で

検
討
し
た
よ
う
に
イ
タ
コ
な
ど
民
俗
信
仰
レ
ベ
ル

で
異
世
界
の
存
在
を
前
提
と
し
た
文
化
現
象
が
現

在
で
も
存
在
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
世

界
の
存
在
を
「
あ
る
」・「
な
し
」
の
二
項
対
立
で

理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
・
聴
き
手
双
方

に
内
在
す
る
信
憑
性
の
濃
淡
ま
で
含
め
て
理
解
す

る
分
析
概
念
と
し
て
〈
怪
異
〉
を
提
示
し
て
い

る
。
こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
勝
五
郎
転
生

譚
と
そ
れ
と
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
篤
胤
の
記

録
以
降
も
様
々
な
形
で
現
在
ま
で
地
域
社
会
の
中

で
伝
承
さ
れ
て
き
た
意
義
な
ど
を
解
明
す
る
手
が

か
り
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
今
井
氏
も
参
加
さ
れ
て
い
る

「
勝
五
郎
調
査
団
」
の
調
査
・
研
究
実
績
か
ら
も

う
か
が
え
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通

し
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
概
念
だ
と
理
解
す
る
こ
と

も
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
書
が
江
戸
後
期
の
知
識
人
達
の

知
的
世
界
観
を
説
く
こ
と
に
眼
目
が
お
か
れ
て
お

り
、
多
く
は
『
仙
境
異
聞
』・『
勝
五
郎
再
生
記

聞
』・『
甲
子
夜
話
』
と
い
っ
た
書
物
の
言
説
を
分

析
対
象
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
今
井
氏
の
立
論
の

源
泉
は
、
日
野
市
な
ど
で
の
緻
密
な
調
査
活
動
か

ら
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
論
の
中
で
〈
怪
異
〉
と
さ
れ
る
話
を

「
世
間
に
伝
わ
る
「
事
実
」
も
ま
た
、
少
な
か
ら

ず
世
間
話
に
材
を
取
っ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。」

（
三
八
頁
。
傍
線
、
評
者
記
。
以
下
同
じ
。）、「「
世

間
話
」
に
分
類
さ
れ
得
る
も
の
」（
一
〇
八
頁
）、

「
文
化
十
年
に
巷
を
騒
が
せ
た
世
間
話
で
あ
っ
た
」

（
一
七
五
頁
）
と
「
世
間
話
」
と
い
う
こ
と
ば
で

と
ら
え
て
い
る
部
分
が
複
数
見
受
け
ら
れ
る
。
口

承
文
芸
研
究
で
は
、「
口
承
文
芸
の
一
種
。
ひ
ろ

い
世
間
の
見
聞
が
、
特
定
の
地
名
や
人
名
を
と
も

な
っ
て
、
事
実
や
経
験
の
よ
う
に
話
さ
れ
る
も

の
。」（『
日
本
昔
話
事
典
』・
四
九
七
頁
）、「
世
間

話
の
大
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
奇
事
異
聞
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
る
。」（
大
島
建
彦
『
咄
の
伝
承
』・

一
四
一
頁
）
と
理
解
さ
れ
て
も
い
る
。「
世
間
話
」

も
信
憑
性
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
濃
淡

を
持
つ
も
の
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る

と
〈
怪
異
〉
が
、「
世
間
話
」
相
同
性
を
持
つ
概

念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
井
氏
も
そ
れ
に
つ
い
て
「
寅
吉

を
め
ぐ
る
情
報
は
、
世
間
話
の
対
象
と
し
て
の
域

を
超
え
、
篤
胤
ら
に
よ
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
か
つ
克

明
な
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
性
を
帯
び
た
資
料

群
」（
三
九
頁
）
と
し
て
残
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
奇
事
異
聞
に
対
し
て
記
録
し
た
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書 

評

知
識
人
達
が
ど
の
程
度
信
じ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
振
り
幅
が
あ
る
と
い
う
指
摘
か
ら
す
る
と

〈
怪
異
〉
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
う
少
し
丁
寧

な
議
論
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。本

書
は
、
こ
う
し
た
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
編
者
の
平
田
篤
胤
や
松
浦
静
山
な
ど
の

交
流
関
係
の
分
析
か
ら
、
江
戸
後
期
知
識
人
達

が
、
各
々
の
立
場
か
ら
の
〈
怪
異
〉
の
と
ら
え
方

を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え

る
各
人
の
知
的
背
景
や
政
治
的
・
文
化
的
背
景
に

つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
江
戸
後
期
あ
る

い
は
明
治
初
期
の
〈
怪
異
〉（
世
間
話
）
が
立
ち

上
が
っ
て
く
る
舞
台
裏
を
丁
寧
に
考
察
し
た
書
物

と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
あ

る
い
は
、
今
、
課
題
と
し
て
登
録
し
た
こ
と
は
、

世
間
話
を
考
え
る
上
で
も
口
承
文
芸
研
究
に
携
わ

る
評
者
自
身
の
問
題
だ
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た

多
様
な
こ
と
を
学
べ
る
書
物
で
あ
る
こ
と
を
明
記

し
て
、
評
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
〇
一
九
年
十
月 

白
澤
社
刊

本
体
二
五
〇
〇
円

（
さ
と
う
・
ま
さ
る
／
盛
岡
大
学
）

本
書
は
、
二
〇
一
〇
年
秋
に
、
日
本
民
俗
学
会

が
中
心
と
な
っ
て
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
名

誉
教
授
・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
レ
ー
マ
ン
（A

lbrecht 
Lehm

ann

）
を
招
聘
し
、
東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン

パ
ス
で
行
な
っ
た
講
演
会
（
九
月
一
九
日
）、
成

城
大
学
で
行
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
〈
語
り
〉
の
ア
ー
カ
イ
ブ
化

に
向
け
て
」（
九
月
二
〇
日
）、
国
立
民
族
学
博
物

館
（
九
月
二
五
日
）
で
行
っ
た
講
演
会
、
そ
し
て

関
西
学
院
大
学
で
行
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「〈
語

り
〉
研
究
の
最
前
線
」（
九
月
二
六
日
）
に
基
づ

い
た
論
集
で
あ
る
。

レ
ー
マ
ン
が
そ
れ
ら
の
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
発
表
し
た
、「
日
常
の
語
り
」
に
関
わ
る
論
考

五
件
と
コ
ラ
ム
一
件
を
中
心
に
、
カ
リ
ン
・
ヘ
ッ

セ
・
レ
ー
マ
ン
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
関
す
る
コ
ラ
ム

一
件
、
そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
関
わ
っ
た
日
本

側
の
複
数
の
分
野
の
研
究
者
（
ド
イ
ツ
民
俗
学
、

日
本
民
俗
学
、
口
承
文
芸
学
、
文
化
人
類
学
、
社

会
学
、
歴
史
学
、
社
会
福
祉
学
な
ど
）
の
論
考
九

件
と
コ
ラ
ム
二
件
の
計
一
七
編
を
、「
第
Ⅰ
部　

な
ぜ
〈
語
り
〉
研
究
な
の
か
」「
第
Ⅱ
部　
意
識

分
析
と
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」「
第
Ⅲ
部　
オ
ー
ラ
ル
ヒ

ス
ト
リ
ー
と
ア
ー
カ
イ
ブ
」
の
三
部
に
配
し
構
成

し
て
い
る
。

「
日
常
」
と
い
う
問
い

レ
ー
マ
ン
の
仕
事
は
、
日
本
で
は
す
で
に
『
森

の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア　
ド
イ
ツ
人
の
自
然
観
と
森
林

文
化
』（
識
名
章
喜
・
大
渕
友
直
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
二
〇
〇
五
↑
原
典
一
九
九
九
）
が
翻
訳
さ

れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
森
に
関
わ
る

人
々
の
経
験
や
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
厖
大
な
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
に
、
文
学
作
品
や
、
伝
説
、
昔

　
岩
本
通
弥
編

『
方
法
と
し
て
の〈
語
り
〉
民
俗
学
を
こ
え
て
』

重 

信　
幸 

彦

話
な
ど
の
民
間
文
芸
、
さ
ら
に
は
森
に
関
連
す
る

団
体
の
史
資
料
、
新
聞
記
事
、
そ
し
て
絵
画
や
写

真
ま
で
、
多
様
な
表
象
を
重
ね
あ
わ
せ
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
よ
る
個
々
の
「
語
り
」
の
多
様
性
を
超

え
て
存
在
す
る
森
の
表
象
を
め
ぐ
る
「
型
」
を
析

出
し
て
い
く
。

そ
れ
は
、
既
存
の
口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
に
と

ら
わ
れ
ず
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
談
話
資
料

を
、「
口
承
」
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
表
象

と
の
相
関
で
と
ら
え
る
と
こ
ろ
が
、
一
見
、
い
わ

ゆ
る
言
説
研
究
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
言
説
の

布
置
連
関
の
構
造
を
問
う
言
説
研
究
と
異
な
り
、

互
い
に
影
響
し
合
う
表
象
の
な
か
に
文
化
的
な

「
型
」
を
見
出
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
ユ
ニ
ー
ク
で

あ
っ
た
。

個
人
の
記
憶
や
経
験
の
「
語
り
」
も
、
多
様
な

メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
語
ら
れ
る
個
を
超
え
た
物
語

と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
き
、
通
底
し
あ
っ
て
い

る
と
考
え
る
点
で
、「
口
承
」
を
特
権
化
し
な
い
、

今
日
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
で
あ

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
「
日
常
の
語
り
」
を
分
析

し
て
い
く
レ
ー
マ
ン
の
方
法
と
、
そ
れ
に
触
発
さ

れ
た
日
本
の
研
究
者
た
ち
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
成
果
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
レ
ー
マ
ン
の
研
究
の
特
色
と
言
え
る

「
日
常
の
語
り
」
の
「
意
識
分
析
」
に
つ
い
て
見
て

お
き
た
い
。
こ
の
「
日
常
の
語
り
」
と
い
う
考
え

方
に
は
、
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
第
二
次
大
戦
後
の
歴

史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
レ
ー
マ
ン
は
、「
一
九
七
〇

年
代
の
後
半
」
以
降
「
…
…
大
多
数
の
民
俗
学
者

は
、
民
俗
学
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、
工
業
化

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
下
層
に
お
け
る
日
常
生

活
の
諸
関
係
の
調
査
に
専
心
す
る
人
間
科
学
で
あ

る
」
と
い
う
理
解
を
共
有
し
て
い
る
と
す
る

（
レ
ー
マ
ン
「
第
１
章　
民
俗
学
の
方
法
と
し
て

の
意
識
分
析
」
四
二
頁
）。「
日
常
」
と
い
う
問
い

は
、
こ
こ
か
ら
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
の
西
独
フ
ァ
ル
ケ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
で
行
わ
れ
た
学
会
で
、「
フ
ァ
ル
ケ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
原
則
」
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
を

契
機
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
を
下
支
え
し
た
ゲ
ル

マ
ン
研
究
と
深
い
関
り
を
持
つ
そ
れ
ま
で
の
民
俗

学
の
あ
り
方
を
反
省
し
、
よ
り
広
範
な
「
日
常
」

へ
の
関
心
を
拡
げ
て
い
く
転
換
を
遂
げ
た
経
緯
を

指
し
て
い
る
（
岩
本
「
序
章　
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
主

観
性
の
復
権
」
註
一
六
）。

第
2
章
で
、
法
橋
量
（
ド
イ
ツ
民
俗
学
）
は
、

こ
の
「
日
常
」
に
つ
い
て
、「
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
「
日
常
」
は
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
転
換
を
示
す

中
心
的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
」
な
り
、

そ
れ
は
「
非
日
常
の
対
義
的
概
念
」
で
は
な
く
、

「
旧
来
の
民
俗
学
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
た
民
俗
世

界
に
対
す
る
、
同
時
代
の
「
あ
た
り
ま
え
」
の
世

界
あ
る
い
は
生
活
世
界
を
指
す
ゆ
る
や
か
な
概
念
」

で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
法
橋
「
第
2
章　
ド
イ
ツ

に
お
け
る
日
常
の
語
り
研
究
の
系
譜
」
八
八
頁
）。

「
日
常
」
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
民
俗
学

の
大
き
な
変
革
が
刻
ま
れ
た
概
念
だ
と
い
え
る
。

「
意
識
分
析
」
と
「
気
分
・
雰
囲
気
」

レ
ー
マ
ン
の
「
日
常
の
語
り
」
研
究
の
特
色
は
、

「
意
識
分
析
」
と
彼
が
名
付
け
る
方
法
に
示
さ
れ

て
い
る
。
レ
ー
マ
ン
自
身
に
よ
れ
ば
、「
意
識
分

析
と
し
て
の
語
り
研
究
」
は
、「
伝
統
的
な
民
話
」

を
問
う
の
で
は
な
く
、「
行
動
し
、
体
験
す
る
人
々

を
中
心
に
位
置
づ
け
」、「
そ
れ
ら
の
人
々
の
現
在

を
問
い
、
さ
ら
に
は
、
彼
ら
個
人
の
歴
史
、
彼
等

の
環
境
の
歴
史
、
そ
し
て
、
大
き
な
歴
史
が
ど
の


