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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
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よ
う
に
一
個
人
に
経
験
さ
れ
理
解
さ
れ
た
か
を
問

う
て
い
く
」
の
だ
と
い
う
（
レ
ー
マ
ン
前
掲
第
1

章
四
三
頁
）。
そ
し
て
レ
ー
マ
ン
は
、
人
び
と
が

語
る
自
伝
的
な
「
語
り
」
に
向
き
合
う
「
意
識
分

析
」
の
前
提
と
し
て
、「
思
考
と
物
語
の
調
和
的

一
致
」
す
な
わ
ち
、「
自
己
省
察
と
自
己
主
題
化
」

が
「
語
り
」
と
、「
著
し
い
一
致
」
を
見
せ
る
と

い
う
仮
説
を
提
起
す
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
展
開
す
る
「
意
識

分
析
」
は
、
個
の
「
意
識
」
で
あ
り
「
認
識
」、

す
な
わ
ち
「
主
観
」
に
焦
点
化
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
レ
ー
マ
ン
は
、
単
純
に
語
ら
れ
た

記
憶
や
経
験
を
外
在
す
る
出
来
事
を
反
映
し
て
い

る
「
事
実
」
で
あ
る
と
は
と
ら
え
な
い
。
あ
く
ま

で
も
「
個
人
の
意
識
」
は
不
断
に
変
わ
る
も
の
で

あ
り
、「
語
り
」
は
、「
真
の
伝
統
」
や
「
法
的
な

意
味
で
の
真
実
」
そ
し
て
「
歴
史
的
「
真
実
の
発

見
」
な
ど
に
つ
い
て
は
「
き
わ
め
て
信
頼
で
き
な

い
媒
体
」
で
あ
る
と
す
る
（
レ
ー
マ
ン
前
掲
第
１

章
四
八
〜
四
九
頁
）。

む
し
ろ
レ
ー
マ
ン
が
重
視
す
る
の
は
、
そ
う
し

た
個
の
「
意
識
」
が
、
自
己
を
中
心
と
し
つ
つ
、

歴
史
的
そ
し
て
同
時
代
的
な
様
々
な
文
字
テ
ク
ス

ト
や
図
像
表
象
、
そ
し
て
物
質
文
化
な
ど
と
交
渉

し
な
が
ら
変
遷
し
続
け
る
過
程
に
あ
る
と
い
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。

法
橋
は
、
こ
の
よ
う
な
レ
ー
マ
ン
の
「
意
識
分

析
」
は
、「
語
り
手
を
説
話
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に

お
い
て
」
客
体
化
さ
れ
た
語
り
の
テ
ク
ス
ト
を
分

析
対
象
と
す
る「
従
来
の
民
間
説
話
研
究
の
方
法
」

と
も
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
場
の
「
語
り
手
の
発
話

行
為
と
し
て
の
語
り
に
着
目
」
し
「
行
為
と
し
て

の
語
り
」
を
分
析
対
象
と
す
る
「
い
わ
ゆ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
研
究
」
と
も
異
な
り
、「
語
り
の

主
観
性
」
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
法
橋
前
掲
第
２
章

八
六
〜
八
七
頁
）。

焦
点
化
さ
れ
る
個
の
「
意
識
」
と
、
そ
の
外
部

に
あ
る
既
存
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
に
存
在

す
る
文
学
、
新
聞
や
雑
誌
、
図
像
表
象
な
ど
を
接

合
し
て
い
く
際
に
レ
ー
マ
ン
が
設
定
す
る
概
念
が

「
雰
囲
気
＝
気
分
」
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
評

者
は
い
ま
だ
十
分
に
は
理
解
で
き
て
い
な
い
が
、

日
々
使
わ
れ
る
日
本
語
に
あ
え
て
訳
す
な
ら
「
空

気
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。「
空
気
」

を
読
む
、
と
い
う
言
い
方
を
私
た
ち
は
す
る
が
、

そ
れ
は
外
部
か
ら
「
個
」
の
意
識
に
働
き
か
け
規

定
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
レ
ー
マ
ン
は
「
第
5

章　
気
分
と
雰
囲
気
」
で
こ
の
概
念
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ
こ
で
レ
ー
マ
ン
は
「
雰
囲
気
＝
気

分
」
を
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
的
な
全
体
」
で
あ
る
と

規
定
し
、
あ
る
状
況
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素

を
結
び
付
け
、
統
合
」
す
る
働
き
が
あ
る
と
し
て

い
る
（
レ
ー
マ
ン
第
5
章
一
六
二
頁
）。
そ
れ
は
、

「
意
識
」
と
い
う
主
観
的
な
経
験
で
は
必
ず
し
も

な
い
。
む
し
ろ
そ
の
外
部
を
媒
介
す
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
レ
ー
マ

ン
が
「
意
識
分
析
」
に
お
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

よ
る
「
語
り
」
と
、文
学
テ
ク
ス
ト
や
民
間
伝
承
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
言
説
、
図
像
な
ど
多
様
な
表
象

と
の
相
関
を
問
う
概
念
が
、「
雰
囲
気
＝
気
分
」

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
レ
ー
マ
ン
の
「
意
識
分
析
」
は
、
日
常

に
お
け
る
「
語
り
の
型
」
す
な
わ
ち
「
語
り
の
法

則
」
と
、
ジ
ャ
ン
ル
を
見
つ
け
出
し
記
述
し
分
析

し
て
、「
個
々
人
」
や
「
集
団
の
文
化
」
に
と
っ

て
の
そ
れ
ら
の
機
能
上
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
指
す
と
い
う
（
レ
ー
マ
ン
前
掲
第
1
章

五
八
〜
五
九
頁
）。

こ
の
「
意
識
分
析
」
に
つ
い
て
、
山
泰
幸
（
社

会
学
）
は
言
説
研
究
と
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
「
語

り
」
が
個
人
の
経
験
や
意
識
を
「
物
語
と
い
う
真

空
パ
ッ
ク
」
に
閉
じ
込
め
た
「
サ
ン
プ
ル
」
の
よ

う
で
あ
り
、
聞
き
手
＝
調
査
者
が
介
在
し
て
生
み

出
さ
れ
た
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
問
う
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る

（
山
「
第
8
章　
意
識
分
析
に
お
け
る
「
語
り
」
と

「
記
憶
」
の
位
置
」
二
四
八
〜
二
四
九
頁
）。
そ
れ

は
、
コ
ラ
ム
で
足
立
重
和
（
社
会
学
）
が
、
レ
ー

マ
ン
が
重
視
す
る
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
聞
き

手
＝
調
査
者
が
介
在
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
果
し
て
「
日
常
の
語
り
」
と
言
え
る
か
と

問
い
質
し
て
い
る
こ
と
と
通
じ
合
う
（
足
立
「
コ

ラ
ム　
意
識
分
析
は
日
常
の
語
り
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
」
二
五
五
〜
二
五
六
）。
ま
た
中
野

紀
和
（
文
化
人
類
学
）
が
、
徹
底
し
て
語
り
手
と

聞
き
手
の
相
互
性
の
な
か
で
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト

リ
ー
の
生
成
を
論
じ
て
い
る
こ
と
も
、
レ
ー
マ
ン

の
方
法
を
問
い
質
し
た
も
の
と
読
み
得
る
だ
ろ
う

（
中
野
「
第
12
章　
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
民

俗
学
」
三
一
九
〜
三
二
二
）。
こ
の
、「
語
り
」
が

相
互
的
に
生
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
レ
ー
マ
ン
が
充

分
に
問
う
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
そ
の
「
語

り
」
に
重
ね
ら
れ
る
「
意
識
」
が
、
周
到
な
理
屈

に
も
関
わ
ら
ず
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
に
見
え
て
し
ま

う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

日
本
の
民
俗
学
そ
し
て
「
口
承
」
研
究

さ
て
、
本
書
は
、
こ
の
レ
ー
マ
ン
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
成
果
を
、
ど
こ
に
向
け
て
問
い
か

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
編
者
・
岩
本
は
「
序

章
」
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
民
俗
学
に
お

い
て
、
い
か
に
口
承
そ
し
て
「
語
り
」
が
な
い
が

し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
経
緯
を
説
明
し
て

い
る
。
そ
し
て
、「
日
本
の
民
俗
学
の
「
主
流
」

が
、
民
俗
学
を
定
義
づ
け
る
の
に
、
聞
き
書
き
と

は
何
か
や
オ
ー
ラ
リ
テ
ィ
に
言
及
せ
ず
、
あ
る
い

は
補
助
的
な
「
手
段
」
視
で
済
ま
せ
て
来
れ
た
の

は
、
そ
れ
ら
を
他
人
事
の
よ
う
に
口
承
文
芸
学
会

に
押
し
付
け
て
き
た
」
か
ら
だ
と
指
摘
し
、
レ
ー

マ
ン
を
招
聘
し
た
一
連
の
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
、
日
本
民
俗
学
に
そ
う
し
た
経
緯
を
「
直
視
さ

せ
、
土
台
か
ら
鍛
え
直
す
た
め
の
必
然
」
だ
っ
た

の
だ
と
い
う
（
岩
本
前
掲
序
章
二
〇
頁
）。

こ
の
日
本
の
民
俗
学
の
「
主
流
」
が
何
を
指
し

て
い
る
か
は
、
お
く
と
し
て
、
こ
の
岩
本
の
指
摘

は
、
評
者
も
首
肯
で
き
る
。
評
者
も
、
日
本
の
民

俗
学
が
口
承
文
芸
と
芸
能
を
周
縁
化
す
る
こ
と
で
、

こ
と
ば
へ
の
省
察
と
問
い
は
「
口
承
文
芸
研
究
」

へ
と
、
身
体
へ
の
省
察
と
問
い
は
民
俗
芸
能
研
究

へ
と
排
除
し
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
批
判

的
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
（
拙
稿
「〈
声
〉

の
マ
テ
リ
ア
ル
」『
日
本
民
俗
学
』
二
七
〇
号
・

二
〇
一
二
、
拙
稿
「
民
俗
学
の
な
か
の
「
世
間
／

話
」」『
日
本
民
俗
学
』
二
八
一
号
・
二
〇
一
五
）。

レ
ー
マ
ン
に
関
連
す
る
一
連
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

と
本
書
に
、
そ
の
口
承
文
芸
学
か
ら
参
加
し
て
い

る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、「
世
間
話
」
と

い
う
問
い
を
深
化
さ
せ
「
口
承
」
研
究
を
リ
ー
ド

し
て
き
た
山
田
厳
子
で
あ
る
。
山
田
の
「
第
3
章　

カ
タ
リ
と
ハ
ナ
シ　
世
間
話
研
究
の
展
開
」
は
、

お
そ
ら
く
「
世
間
話
」
研
究
を
中
心
と
し
た
「
口

承
」
研
究
に
関
す
る
今
考
え
得
る
最
良
の
レ

ビ
ュ
ー
で
あ
ろ
う
。ま
ず
柳
田
の
民
俗
学
自
体
が
、

「
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
／
書
か
れ
な
か
っ
た
こ

と
」
と
「
語
ら
れ
た
こ
と
／
書
か
れ
た
こ
と
」
と

の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
眼
前
の
人
々
に
む
き
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あ
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
「
語
ら
れ
な

か
っ
た
」
こ
と
を
、「
型
」
に
た
く
し
て
語
る
と

い
う
「
型
」
の
効
用
の
発
見
を
説
く
。
そ
し
て
柳

田
が
設
定
し
た
カ
タ
リ
と
ハ
ナ
シ
と
い
う
談
話
の

二
つ
の
様
式
を
、
談
話
の
動
態
を
可
視
化
す
る
視

点
と
し
て
と
ら
え
直
し
、「
世
間
話
」
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
談
話
の
動
態
を
問
う
も

の
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
、
そ
こ
に

「
世
間
話
」
研
究
の
展
開
の
可
能
性
を
位
置
づ
け

る
。
山
田
が
そ
の
な
か
で
提
示
す
る
、「
世
間
」

は
「「
私
」
と
の
関
係
で
把
握
さ
れ
る
「
世
界
」

の
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
レ
ー
マ
ン

の
い
う
「
意
識
」
や
「
雰
囲
気
＝
気
分
」
と
接
合

可
能
だ
ろ
う
。

山
田
は
最
後
に
、
聞
き
書
き
が
「
世
間
話
」
を

聞
き
取
る
こ
と
で
あ
る
と
ら
え
、
民
俗
学
に
お
け

る
「
話
」
の
研
究
の
軽
視
が
、
本
来
「
事
実
」
と

「
話
」
は
区
別
し
が
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聞

き
書
き
に
よ
り
「
事
実
」
を
対
象
化
し
う
る
と
い

う
単
純
な
発
想
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
批
判
す

る
。
そ
し
て
「
世
間
話
」
を
口
承
文
芸
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
囲
い
込
む
の
で
は
な
く
、「
フ
ィ
ー

ル
ド
の
「
経
験
」
の
総
体
」
の
な
か
に
位
置
付
け
、

そ
の
語
り
方
に
注
目
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
確
認
し

た
「
事
実
」
と
「
話
」
の
相
違
を
測
る
こ
と
か
ら
、

「「
事
実
」
の
受
容
の
幅
」
を
知
る
こ
と
が
、
一
つ

の
「
民
俗
誌
へ
の
糸
口
」
に
な
る
と
、「
話
」
を

通
し
て
民
俗
誌
を
構
築
す
る
可
能
性
を
提
起
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、「
語
り
」
は
、「
法
的
な
意
味

で
の
真
実
」
や
「
歴
史
的
「
真
実
の
発
見
」」
に

関
し
て
は
「
信
頼
で
き
な
い
媒
体
」
で
あ
る
と

言
っ
て
、「
意
識
分
析
」
に
向
か
う
レ
ー
マ
ン
の

態
度
と
接
す
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
山
田
の
論
考
が
、「
口
承
」
研
究

の
周
到
な
レ
ビ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

か
え
っ
て
、
他
の
日
本
の
、
特
に
民
俗
学
系
の
寄

稿
者
と
の
埋
ま
る
こ
と
の
な
い
溝
を
際
立
た
せ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
揚
げ
足
取
り
か
も
し
れ

な
い
が
、
編
者
の
岩
本
が
「
序
章
」
で
「
日
本
に

お
け
る
世
間
話
」
は
、「
自
ら
を
主
人
公
と
し
て

狐
に
化
か
さ
れ
た
と
い
っ
た
類
の
話
で
あ
り
、
主

人
公
が
隣
人
や
親
族
の
場
合
も
あ
る
説
話
の
一

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
布
置
さ
れ
る
」（
岩
本
前
掲
「
序

章
」
一
一
頁
）
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

を
見
る
と
、
違
和
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
概

し
て
、本
書
の
民
俗
学
系
の
日
本
側
の
研
究
者
は
、

「
口
承
」
研
究
な
ど
日
本
の
口
承
文
芸
学
の
な
か

で
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
す
べ
て
、
山

田
の
論
考
に
預
け
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
の
民
俗
学
の
な
か
で
「
こ
と

ば
」
と
「
口
承
」
と
い
う
問
い
を
、「
口
承
文
芸

研
究
」
に
閉
じ
込
め
て
き
た
断
絶
は
、
何
ら
変
わ

り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
結
局
、そ
の
断
絶
に
、

ド
イ
ツ
の
民
俗
学
の
レ
ー
マ
ン
の
研
究
を
「
接
ぎ

木
」
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
た
ら
、
言

い
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
を
契
機
に
、
民

俗
学
の
な
か
で
、
も
う
い
ち
ど
「
口
承
」
と
「
語

り
」
そ
し
て
、
柳
田
国
男
の
学
の
根
っ
こ
に
あ
っ

た
私
た
ち
の
日
々
の
こ
と
ば
に
対
す
る
省
察
が
、

民
俗
学
そ
の
も
の
の
問
い
と
し
て
改
め
て
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
書
が
も
た
ら

し
得
る
大
き
な
可
能
性
に
違
い
な
い
。

ド
イ
ツ
の
民
俗
学
の
な
か
の
「
意
識
分
析
」

最
後
に
、
な
い
も
の
ね
だ
り
を
一
つ
し
て
お
き

た
い
。
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
「
語
り
」
研
究
が
、
ド

イ
ツ
の
民
俗
学
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置

づ
け
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
本
書
で
は
十

分
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
に
お

け
る
「
日
常
の
語
り
」
研
究
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル

マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
か
ら
レ
ー
マ
ン
に
至
る
展

開
に
つ
い
て
、
法
橋
量
「
第
２
章　
ド
イ
ツ
に
お

け
る
日
常
の
語
り
研
究
の
系
譜
」
が
丁
寧
な
レ

ビ
ュ
ー
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
編
者
・
岩
本
が

「
序
章
」
で
、
日
本
の
民
俗
学
に
根
強
く
あ
る
、

欧
米
の
民
俗
学
が
「
口
承
文
芸
研
究
」
を
中
心
と

す
る
「
語
り
の
民
俗
学
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

日
本
の
民
俗
学
で
は
「
口
承
文
芸
」
は
、
幅
広
い

全
体
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
通
説
を
批
判

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
（
岩
本
前
掲
「
序
章
」

一
六
頁
）、
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
の
現
在
の
全
体
像

が
な
い
と
、や
は
り
不
親
切
で
は
な
い
か
と
思
う
。

下
手
を
す
る
と
、
や
は
り
ド
イ
ツ
は
「
語
り
」

研
究
、
す
な
わ
ち
「
口
承
文
芸
研
究
」
が
中
心
な

の
だ
と
い
う
誤
解
を
補
強
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

確
か
に
こ
こ
数
年
、
日
本
民
俗
学
会
は
ド
イ
ツ

民
俗
学
と
交
流
を
深
め
、
二
〇
一
六
年
十
月
は

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
、
二
〇
一
八
年
十
月
に
は
日
本
で

交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
双
方
の
風
通
し

は
良
く
な
っ
て
い
る
（
金
城
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
朱
美

「
フ
ォ
ー
ラ
ム　
日
本
と
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
の
協
働

の
可
能
性
」『
日
本
民
俗
学
』
三
〇
四
号
、

二
〇
二
〇
）。
さ
れ
ば
こ
そ
、
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
そ

の
も
の
の
現
在
に
関
す
る
情
報
が
ほ
し
く
な
る
。

民
俗
学
は
、
一
見
、
国
際
的
な
広
が
り
を
持
つ

学
問
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
近
代
史
に
深
く
規
定
さ
れ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
現
在
が
あ
る
。
翻
訳
可
能
な
同
じ
概
念
を
使

い
な
が
ら
、
全
く
異
な
っ
た
学
を
具
体
化
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ

の
民
俗
学
全
体
に
お
け
る
レ
ー
マ
ン
の
「
日
常
の

語
り
」
研
究
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

見
取
り
図
が
ほ
し
か
っ
た
。

以
上
、
誤
謬
、
揚
げ
足
と
り
、
な
い
も
の
ね
だ

り
の
、不
細
工
な
書
評
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

＊
な
お
、
レ
ー
マ
ン
の
「
日
常
の
語
り
」
研
究
に
つ

い
て
は
、
西
崎
博
道
「
語
ら
れ
る
人
生
史
研
究
の
日

独
比
較　
レ
ー
マ
ン
の
意
識
分
析
を
中
心
に
」『
日
常

と
文
化
』
八
号
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
詳
細
な
分

析
が
あ
る
。二

〇
二
〇
年
四
月　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

本
体
六
五
〇
〇
円

（
し
げ
の
ぶ
・
ゆ
き
ひ
こ
）


