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具
体
例
を
挙
げ
て
論
を
展
開
し
て
い
き
、
そ
の
間
に
あ
る
事
象
を
見
出
し

て
い
く
、
い
わ
ば
「
中
間
」
を
み
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を

述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
、
野
村
の
類
語
、
対
比
表
現
の
使
用
と
い
っ
た
分

か
り
づ
ら
い
文
体
が
柳
田
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
講
演
録
で
は
、
話
題
を
つ
な
い
で
い
き
、
オ
チ
を
つ
け
る
語
り
口

が
見
ら
れ
、
い
わ
ば
「
語
り
に
よ
る
論
文
」
と
言
え
る
と
位
置
付
け
た
。

ま
た
、
野
村
の
視
点
に
話
を
展
開
さ
せ
て
、
口
承
文
芸
研
究
で
は
あ
ま

り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
か
ら
高
木
敏
雄
や
上
田
敏
を
取
り
上
げ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
作
家
論
や
語
り
手
論
の
よ
う
に
研
究
者
論
も
必
要
だ

と
の
思
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
桃
太
郎

研
究
で
は
、
語
り
手
の
経
験
や
系
譜
か
ら
伝
播
を
考
え
る
よ
う
に
、
郷
土

史
家
の
見
聞
や
何
を
素
材
に
し
て
い
る
か
を
見
つ
つ
、
桃
太
郎
像
の
伝
播

を
論
じ
て
い
る
と
い
う
独
自
性
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
そ
の
研
究
を
ま
と

め
た
『
新
・
桃
太
郎
の
誕
生
』
の
中
の
「
も
う
ひ
と
り
桃
太
郎
」
と
い
う

章
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
何
か
を
見
つ
け
て
い
て
さ
ら
に
も
う
一
つ

と
い
う
よ
う
な
視
点
、
つ
ま
り
現
実
は
多
彩
で
連
続
し
て
い
る
の
で
、
そ

こ
か
ら
抜
け
落
ち
な
い
よ
う
に
、
結
論
を
急
が
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る

と
述
べ
た
。
そ
の
視
点
で
見
て
い
く
と
、
野
村
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
結
論
を
急
が
ず
、
観
察
を
続
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
、

中
間
項
、
第
三
項
目
へ
の
視
線
か
ら
、
そ
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
と
し
た
。

常
光
氏
は
「
野
村
純
一
と
口
承
文
芸
研
究
」
と
題
し
て
、
問
題
を
身
近

な
と
こ
ろ
か
ら
発
見
し
て
い
く
そ
の
手
法
や
言
葉
の
感
性
か
ら
話
を
進
め

て
い
っ
た
。
そ
し
て
世
間
話
に
つ
い
て
、
類
型
化
を
試
み
、
そ
こ
に
話
と

し
て
の
生
成
と
変
容
、
そ
し
て
文
芸
性
を
見
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
パ
ネ
リ
ス
ト
三
氏
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
結
論
を

急
が
ず
に
そ
の
過
程
を
示
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
野

村
の
研
究
の
特
徴
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

野
村
の
難
解
な
表
現
や
文
章
は
、
そ
の
後
の
討
論
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

た
が
、
そ
れ
こ
そ
が
野
村
の
目
指
し
た
す
ぐ
に
答
え
を
目
指
さ
な
い
、
中

間
を
見
る
姿
勢
を
養
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

小
川
氏
が
『
野
村
純
一
著
作
集
』
第
一
巻
の
解
題
に
記
し
て
い
る
、「
伝

承
や
語
り
の
民
俗
を
、
ま
だ
何
と
か
実
地
に
知
り
、
時
間
で
き
た
時
代
に

野
村
は
フ
ィ
ー
ル
ド
に
生
き
た
（
中
略
）
野
村
純
一
は
、
今
後
の
昔
話
伝

承
研
究
に
と
っ
て
共
通
に
乗
り
越
え
る
目
標
と
な
る
指
標
論
文
を
残
し
て

く
れ
た
と
い
え
よ
う
」（
二
〇
一
〇
年　
清
文
堂
出
版
）。
ま
さ
し
く
野
村

の
投
げ
か
け
た
問
題
は
、
昔
話
研
究
の
方
法
が
大
き
く
変
わ
っ
た
現
在
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
指
標
と
な
る
の
で
あ
る
。

 

（
や
ま
だ
・
ひ
で
か
つ
／
例
会
委
員
）

は
じ
め
に

「
君
の
発
表
は
象
に
虱
が
喰
い
つ
い
た
よ
う
な
も
の
だ
な
」と
い
う
の
が
、

野
村
純
一
先
生
か
ら
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
最
初
の
言
葉
で
あ
る
。
大
学

一
年
の
夏
で
、
今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
私
は
、
先
生
が
顧
問
を
さ
れ

て
い
た
研
究
会
に
所
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
例
会
で
「
土
佐
の
河
童
（
猿

猴
）」
に
つ
い
て
発
表
し
た
。
教
室
で
聞
い
て
い
た
先
生
が
、
発
表
後
に
冒

頭
で
述
べ
た
感
想
で
あ
る
。
私
は
、
一
瞬
、
象
に
虱
の
譬
え
が
理
解
で
き

ず
、
象
と
い
う
言
葉
か
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
す
ご
い
発
表
を
し
た
の
か
、

と
思
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
す
ぐ
分
か
っ
た
。
先
生
の
ア
ド
バ

イ
ス
は
、
河
童
に
関
す
る
基
本
的
な
文
献
を
き
ち
ん
と
読
み
な
さ
い
、
と

い
う
内
容
だ
っ
た
。
以
来
、
公
私
に
わ
た
っ
て
、
何
か
と
指
導
を
い
た
だ

き
お
世
話
に
な
っ
た
。

私
に
は
三
人
の
恩
師
が
い
る
が
、
そ
の
出
会
い
を
振
り
返
る
と
、
人
の

縁
と
繋
が
り
は
つ
く
づ
く
不
思
議
な
も
の
だ
と
思
う
。
高
校
時
代
か
ら
お

世
話
に
な
っ
て
い
る
民
俗
学
者
の
坂
本
正
夫
先
生
が
、
土
佐
の
昔
話
や
笑

話
を
調
査
・
研
究
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
今
思
い
返
す
と
、
野
村
先
生
の

も
と
で
口
承
文
芸
を
学
ぶ
機
会
に
繋
が
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
野
村
先
生

の
紹
介
で
、
鈴
木
棠
三
先
生
に
指
導
を
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。

野
村
先
生
に
は
、
研
究
の
場
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
教
わ
っ
た
が
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
本
学
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
野
村
純
一
論
―
そ
の
研
究
手
法
と
業
績
」（
二
〇
一
九
年
十
月
二
十
日
）

で
は
、
小
川
直
之
氏
が
主
に
野
村
純
一
の
昔
話
研
究
に
つ
い
て
、
齊
藤
純

氏
が
伝
説
研
究
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、『
日
本
の
世
間
話
』

（
一
九
九
五 

東
京
書
籍
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
考
を
手
掛
か
り
に
、
先

生
の
世
間
話
研
究
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。

一
、
野
村
純
一
の
世
間
話
観

『
日
本
の
世
間
話
』
は
次
の
論
考
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
―
世

間
話
の
世
界
。
第
一
章 

口
裂
け
女
―
話
の
行
方
（「『
口
裂
け
女
』
そ
の
他
」・

「『
口
裂
け
女
』
の
生
成
と
展
開
」・「
も
う
ひ
と
り
の
『
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
』」）。

第
二
章 

六
部
殺
し
―
話
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（「
都
市
伝
説
と
民
話
」「『
こ
ん
な

晩
』
へ
の
足
取
り
」・「
危
険
な
話
群
―
『
断
腸
亭
日
乗
』
か
ら
」・「
人
参
と

欲
張
り
婆
さ
ん
」）。
第
三
章 

話
の
主
人
公
た
ち
―
話
の
実
践
（「『
嘘
言
の
庄

助
』
の
こ
と
な
ど
」・「
江
差
の
繁
次
郎
」）。
第
四
章 

猫
、
そ
し
て
狐
―
話
の

化
身
た
ち
（「
隠
岐
の
化
猫
譚
」・「
眷
族
列
伝
の
意
図
」）。
あ
と
が
き
。

世
間
話
を
定
義
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
従
来
の
民
俗
学
が
注
目
し
た

世
間
話
は
「
日
常
の
常
識
や
経
験
の
外
に
属
す
よ
う
な
内
容
（
主
に
衝
撃
的

な
で
き
ご
と
や
奇
事
異
聞
な
ど
）
で
、
類
型
性
（
モ
テ
ィ
ー
フ
や
話
型
の
共

通
性
。
一
定
の
分
布
と
連
続
性
）
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
言
述
が
生
活

【
第
七
七
回
研
究
例
会　
野
村
純
一
論
―
そ
の
研
究
手
法
と
業
績
―
】

野
村
純
一
と
世
間
話
研
究

　

 

―『
日
本
の
世
間
話
』
か
ら
―常　

光　
　
徹
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時
間
の
な
か
で
事
実
を
装
っ
て
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な
性
質
を
帯
び
た
話
」

と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
大
方
の
捉
え
方
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
後
、
重

信
幸
彦
は
「
近
代
」
と
い
う
経
験
を
自
ら
の
足
元
か
ら
意
識
化
し
て
ゆ
く
道

具
と
し
て
の
「
世
間
話
」
に
つ
い
て
論
じ
、
柳
田
国
男
が
提
唱
し
た
談
話
の

技
術
と
し
て
の
世
間
話
の
可
能
性
を
提
起
し
た
〔
重
信 

一
九
八
九
〕。
ま
た
、

根
岸
英
之
は
、
自
ら
の
〈
現
在
〉
を
問
い
直
し
て
い
く
仕
掛
け
と
し
て
の
「
生

活
譚
」
を
提
唱
〔
根
岸 
一
九
九
三
〕
す
る
な
ど
、
新
し
い
動
向
が
生
れ
た
。

野
村
純
一
は
、
世
間
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
手
の
機
密
情
報
、
と
り
わ
け
質
の
高
い
「
噂
」
は
巷
間
し
ば
し
ば

金
品
授
受
の
対
象
に
な
る
。
要
注
意
と
い
っ
た
在
り
よ
う
で
あ
る
。
し
か

る
に
こ
れ
が
い
っ
た
ん
世
間
に
漏
れ
て
尾
鰭
が
つ
い
た
り
、
あ
ま
つ
さ
え

そ
れ
に
個
々
の
恣
意
的
な
解
釈
や
判
断
が
添
加
、
付
置
さ
れ
る
と
、
こ
れ

は
も
う
「
話
」、
要
は
放
し
と
し
て
か
っ
て
に
一
人
歩
き
を
始
め
る
。
世
間

に
開
放
、
あ
る
い
は
解
放
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
取
沙
汰
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
を
「
世
間
話
」
と
い
う
（「
は
じ
め
に
―
世
間
話
の
世
界
」）。

特
定
の
組
織
や
仲
間
内
で
予
期
し
な
い
事
件
が
発
生
し
、
そ
こ
で
生
ま

れ
た
話
題
が
順
次
周
辺
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
過
程
で
尾
鰭
が
つ
き
、
い
ず

れ
関
係
者
の
手
を
離
れ
て
独
り
歩
き
を
始
め
る
。
そ
う
し
て
、
世
間
で
取

沙
汰
さ
れ
る
話
を
「
世
間
話
」
と
見
做
し
て
い
る
。
集
団
内
で
誕
生
し
た

出
来
事
が
肥
大
化
し
、
話
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
く
方
向
を
示
し
た
も

の
だ
が
、
一
方
で
「
最
初
に
ま
ず
話
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
に
あ
た
か
も

そ
こ
で
の
筋
書
き
や
構
成
、
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う

に
し
て
事
態
が
動
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
あ
る
事
実
か
ら
「
話
」
が
作
ら

れ
る
ケ
ー
ス
と
同
時
に
、「
話
」
か
ら
あ
る
事
実

4

4

4

4

が
作
ら
れ
る
ケ
ー
ス
を
視

野
に
入
れ
た
発
言
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
現
実
に
は
別
個

の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
話
が
生
成
さ
れ
る
場
に
常
に
分
か
ち

難
い
関
係
と
し
て
交
錯
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
課
題
を
論
究
し

た
の
が
、「『
嘘
言
い
の
庄
助
』
の
こ
と
な
ど
」
で
、
嘘
言
い
の
庄
助
、
う

そ
こ
き
新
左
、
ホ
ラ
ノ
サ
の
福
松
な
ど
と
称
さ
れ
る
、
嘘
話
や
ほ
ら
話
を

得
意
と
す
る
村
の
話
し
手
た
ち
の
経
歴
を
追
い
、
そ
の
特
質
を
浮
き
彫
り

に
し
た
。
い
ず
れ
も
世
間
を
巡
り
歩
い
た
豊
か
な
経
歴
を
持
つ
実
在
の
人

物
で
、
自
ら
の
体
験
談
と
し
て
ま
こ
と
し
や
か
に
話
さ
れ
、
周
囲
を
魅
了

し
て
き
た
。
野
村
は
「
場
面
と
人
物
に
は
個
々
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

話
の
赴
く
さ
き
は
ど
う
や
ら
同
工
異
曲
」「
ど
こ
ま
で
が
事
実
そ
の
も
の
で
、

ま
た
そ
の
さ
き
は
ど
こ
か
ら
が
話
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
述
べ
て
、
随

時
主
人
公
を
入
れ
替
え
な
が
ら
、
し
た
た
か
に
伝
承
さ
て
い
く
話
の
仕
掛

け
や
構
図
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
関
連
す
る
話
題
は
、
日
露
戦
争
で
戦

死
し
た
と
さ
れ
る
杉
野
兵
曹
長
が
、
密
か
に
帰
還
し
て
郷
里
に
逼
塞
し
て

い
た
と
い
う
噂
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
（「
都
市
伝
説
と
民
話
」）。
話

に
は
「
一
種
の
見
え
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
潜
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
話
は

ど
う
や
ら
そ
の
受
け
皿
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
し
て
、
次
第
に
伸
長
、
発

展
し
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

野
村
は
、
世
間
で
取
沙
汰
さ
れ
る
話
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
世

間
話
だ
と
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
が
、
今
回
取
り
扱
う
「
世

間
話
」
は
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
文
芸
性
の
付
帯
さ
れ
て
い
る
話
柄
に

限
っ
て
登
庸
し
た
。
何
故
な
ら
私
は
、
世
間
話
と
は
つ
ね
づ
ね
道
聴
塗
説

の
文
芸
だ
と
心
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
昔
話
や
伝
説
と
共
に
民
間
説
話

の
一
翼
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
常
民
の
文
芸
の
一
班
だ

と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
か
ら
し
て
、
仮
り
に
広
く
世
間
に
行
わ
れ
る
例

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
な
べ
て
論
議
の
対
象
に
す
え
よ
う
な
ど
と

は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
（「
は
じ
め
に
―
世
間
話
の
世
界
」）。

世
間
話
の
要
件
と
し
て
、
話
が
帯
び
て
い
る
文
芸
性
を
重
視
す
る
姿
勢

を
打
ち
出
し
て
い
る
。
世
間
話
の
文
芸
性
に
つ
い
て
は
、「
危
険
な
話
群
―

『
断
腸
亭
日
乗
』
か
ら
」
で
、『
荷
風
全
集
』
に
見
え
る
第
二
次
世
界
大
戦

に
ま
つ
わ
る
噂
話
を
例
に
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
最
初
に
掲
げ
た
「
町
の

噂
」
に
つ
い
て
、「
話
と
し
て
は
首
尾
に
破
綻
が
な
く
、
結
構
は
き
ち
ん
と

し
て
い
る
。
し
か
も
仏
教
説
話
風
に
強
く
因
果
応
報
の
理
を
訴
え
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
一
篇
の
独
立
し
た
説
話
と
し
て
の
趣
に
あ
る
。
仮
に

こ
れ
を
時
代
を
遡
ら
せ
て
、
ひ
と
た
び
召
集
の
兵
士
を
武
士
に
変
え
、
そ

し
て
漢
口
を
九
州
か
ど
こ
か
の
遠
国
に
比
定
す
る
な
ら
ば
、
話
は
そ
の
ま

ま
中
世
の
説
話
と
し
て
も
十
分
に
通
用
す
る
骨
格
を
備
え
て
い
た
」
と
述

べ
、「
こ
こ
に
世
間
話
の
典
型
を
み
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
次
に
例
示
し

た
「
流
言
録
」
つ
い
て
は
「
話
は
た
と
え
時
局
を
敏
感
に
映
し
て
ど
れ
ほ

ど
刺
激
的
で
あ
ろ
う
と
も
結
局
は
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
も
ひ
と
つ

こ
れ
を
享
受
し
た
人
々
の
心
に
深
く
傷
痕
を
留
め
、
心
の
襞
を
揺
り
動
か

し
て
後
日
ま
で
も
取
沙
汰
さ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ば
話
と

し
て
の
感
動
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
こ
の
二
話
の

批
評
か
ら
、
整
っ
た
話
の
結
構
や
心
を
揺
り
動
か
す
感
動
な
ど
、
野
村
が

考
え
る
文
芸
性
が
よ
く
わ
か
る
。

二
、
類
型
・
類
話
か
ら
何
を
読
み
取
る
か

「
危
険
な
話
群
―
断
腸
亭
日
乗
―
」
の
冒
頭
で
は
、
世
間
話
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「『
時
勢
を
映
し
て
汎
く
に
行
わ
れ
、
し
か

も
類
型
の
あ
る
噂
、
ま
た
は
噂
話
。』
世
間
話
と
は
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
つ
ね
づ
ね
私
は
考
え
て
い
る
。」。
こ
の
よ
う
に
述

べ
た
後
、
噂
が
「
時
勢
を
映
し
て
汎
く
に
行
わ
れ
る
」
点
は
、
社
会
学
や

心
理
学
の
対
象
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
「
類
型
の
あ
る
噂
、
ま
た
は
噂
話
」

と
い
っ
た
面
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
民
俗
学
や
口
承
文
芸
か
ら
読
み
解
く

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
類
型
性
を
帯
び
た
話
の
重
要
性
を
主
張
す
る

も
の
だ
が
、
た
だ
し
、
類
型
の
み
に
拘
泥
し
て
、
他
の
立
場
や
見
解
を
切

り
捨
て
て
し
ま
う
「
視
界
の
狭
隘
さ
」
が
も
た
ら
す
弊
害
に
は
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

噂
、
噂
話
と
い
っ
た
言
葉
は
す
で
に
存
し
、
ま
た
世
間
話
と
い
う
言
葉

も
別
途
確
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ

態
様
は
と
も
か
く
も
、
そ
れ
の
違
い
、
も
し
く
は
区
分
、
区
別
と
い
っ
た

作
業
は
お
の
ず
か
ら
な
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（「
危
険
な
話
群

―
断
腸
亭
日
乗
―
」）。
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民
俗
学
で
は
、
世
間
話
の
用
語
を
使
用
す
る
が
、
そ
れ
と
噂
話
と
は
ど

う
違
う
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
野
村
自

身
「
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
ど
う
も
う
ま
く
処
理
で
き
な
い
」
と
迷
い
な
が
ら

も
「
世
間
話
は
『
説
話
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
』
と
い
っ
た
よ
う
な
点
を

強
調
す
れ
ば
」
と
発
言
し
て
い
る
。「
説
話
と
し
て
の
位
置
」
と
は
、
文
脈

か
ら
推
し
て
「
類
型
を
も
つ
話
」
と
理
解
で
き
る
。
民
俗
学
で
い
う
世
間

話
は
噂
話
と
同
じ
だ
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
る
だ
け
で
は
、
あ

え
て
世
間
話
を
用
い
る
必
然
性
は
乏
し
い
。
一
定
の
類
型
を
具
え
た
話
を

「
世
間
話
」
の
特
徴
と
位
置
づ
け
て
は
ど
う
か
、
と
の
目
論
見
で
あ
る
。

共
通
の
話
型
を
下
敷
き
に
し
た
類
話
の
比
較
は
、
口
承
文
芸
研
究
で
は
常

套
的
な
手
法
と
い
っ
て
よ
い
が
、
と
り
わ
け
、『
日
本
の
世
間
話
』
で
は
、

話
の
類
型
・
類
話
を
注
視
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
事
実
や
可
能
性
に
強

い
関
心
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
類
話
間
の
比
較
か
ら
何
を
読
み

解
い
て
い
っ
た
の
か
、
本
書
の
論
考
か
ら
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

一
九
七
九
年
の
初
夏
、
口
裂
け
女
の
噂
が
日
本
列
島
を
駆
け
抜
け
、
全

国
の
小
学
生
を
震
え
上
が
ら
せ
た
。「『
口
裂
け
女
』
そ
の
他
」
は
、
噂
の

そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
、
学
生
か
ら
得
た
一
二
〇
〇
例
ほ
ど
の
資
料
を

も
と
に
追
跡
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
女
は
三
姉
妹
の
末
子
と
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
振
り
か
ざ
す
刃
物
は
ナ
イ
フ
、
剃
刀
と
い
っ
た
日
常
的
な

物
か
ら
鎌
を
手
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
、
野

村
は
、
民
俗
社
会
の
習
俗
の
影
響
を
推
測
す
る
と
と
も
に
、
昔
話
の
「
三

枚
の
護
符
」
や
「
牛
方
山
姥
」
な
ど
、
逃
走
譚
の
影
響
が
窺
え
る
と
説
く
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
。

口
裂
け
女
は
、
そ
の
後
ま
す
ま
す
伝
承
的
な
話
の
枠
組
み
と
も
見
な
し
得

る
そ
の
方
向
に
再
構
成
さ
れ
て
い
く
在
り
よ
う
を
見
せ
た
。
具
体
的
に
は

「
三
人
の
女
の
人
」
か
ら
「
三
姉
妹
の
末
娘
」
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
昔
話
に
例
を
と
れ
ば
、い
ず
れ
「
三
人
兄
弟
」

譚
の
構
成
が
こ
れ
に
当
た
り
、
し
か
も
三
人
目
の
者
、
つ
ま
り
は
、
末
子
が

物
語
の
す
べ
て
の
鍵
を
握
る
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
が
、
振
り
返
っ
て
、
瞬
時
に
こ
の
話
が

全
国
を
席
捲
し
た
当
時
、
い
っ
た
い
誰
が
口
裂
け
女
の
係
累
を
予
想
し
、
ま

た
誰
が
彼
女
を
そ
の
末
子
で
あ
る
と
想
定
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
い

ま
こ
れ
を
い
う
な
ら
ば
、
や
は
り
説
話
の
生
成
と
か
説
話
の
成
長
と
い
っ
た

言
葉
が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
（「『
口
裂
け
女
』
そ
の
他
」）。

数
年
に
亘
っ
て
類
話
の
変
化
を
追
っ
て
い
く
な
か
で
、
口
裂
け
女
の
噂

が
伝
統
的
な
昔
話
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
、
新
た
な
装
い
の
も
と
に
話
が
生

成
さ
れ
成
長
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
。
そ
れ
を
野
村
は

「
昔
話
へ
の
類
型
化
へ
の
道
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。

「
こ
ん
な
晩
」
と
か
「
六
部
殺
し
」
と
呼
ば
れ
る
話
は
、
精
力
的
に
類
話

を
収
集
し
研
究
を
展
開
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。「『
こ
ん
な
晩
』
へ
の
足
取

り
」
に
は
、
そ
の
成
果
の
一
端
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
ん
な
晩
」
の
一
篇
は
、
相
変
ら
ず
不
安
定
な
位
相
に
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
な
お
未
成
の
昔
話
と
し
て
の
面
を
多
々
擁
し
て
い
る
と
も

認
め
ら
れ
る
。
何
故
に
そ
う
な
の
か
。
こ
れ
へ
の
解
釈
は
い
か
に
も
難
し

く
、
ま
た
そ
の
結
論
は
必
ず
し
も
容
易
に
下
し
難
い
と
は
い
う
も
の
の
、

如
上
の
在
り
よ
う
、
あ
る
い
は
実
態
か
ら
推
し
て
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
れ
を

『
噂
』
も
し
く
は
『
噂
話
』、
つ
ま
り
は
俗
に
称
す
る
と
こ
ろ
の
世
間
話
の

類
い
が
よ
う
や
く
身
づ
く
ろ
い
を
整
え
つ
つ
、
ひ
と
つ
昔
話
へ
の
生
成
、

あ
る
い
は
形
成
へ
の
途
次
に
あ
る
、
そ
の
な
ま
の
在
り
よ
う
だ
と
見
な
し

た
い
（「『
こ
ん
な
晩
』
へ
の
足
取
り
」）。

「
こ
ん
な
晩
」
は
「
異
人
殺
し
伝
承
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
、
昔
話
と
し
て

語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
世
間
話
、
伝
説
と
し
て
も
各
地
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
多
数
の
類
話
の
比
較
か
ら
、
同
じ
話
型
の
範
疇
に
あ
り
な
が
ら
、

自
由
な
物
言
い
を
す
る
世
間
話
と
、
語
り
の
形
式
を
具
え
た
昔
話
と
の
間

に
は
、
多
様
な
話
の
様
態
が
確
認
さ
れ
る
。
本
論
は
、
そ
れ
ら
の
諸
相
を

丁
寧
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
や
や
婉
曲
な
言
い
回
し
で
結
論
を
述
べ
て

い
る
が
、
著
者
の
関
心
は
世
間
話
か
ら
昔
話
へ
の
変
化
の
姿
を
辿
る
こ
と

に
注
が
れ
て
い
る
。

「
こ
ん
な
晩
」
に
関
す
る
類
話
を
収
集
し
分
析
す
る
な
か
で
、「
津
軽
・

秋
田
の
本
庄
・
越
後
・
佐
渡
・
そ
し
て
松
江
と
い
っ
た
具
合
に
こ
の
種
の

話
が
日
本
海
側
に
偏
っ
て
多
く
」
分
布
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
し
ば
し
ば
船
と
港
を
訴
え
る
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
話
の
運
搬
に

は
日
本
海
岸
の
交
易
、
つ
ま
り
は
北
前
船
の
通
運
が
あ
ず
か
っ
て
力
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
。
特
定
の
話
が
地
域
的
な
分
布
圏
を
示
す

例
は
少
な
く
な
い
。「
江
差
の
繁
次
郎
」
で
は
、
我
国
の
昔
話
が
日
本
海
側

に
豊
か
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
雪

深
い
地
域
の
条
件
だ
け
で
な
く
、「
日
本
海
を
舞
台
と
す
る
海
上
交
通
の
歴

史
に
重
ね
て
考
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
特
定

の
話
型
や
モ
チ
ー
フ
が
、
特
色
あ
る
分
布
の
傾
向
を
描
く
こ
と
な
ど
も
、

詳
細
な
類
話
の
分
類
の
過
程
で
気
づ
く
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
人
参
と
欲

張
り
婆
さ
ん
」
で
は
、
事
例
数
は
少
な
い
が
、「
そ
の
種
の
話
を
持
ち
歩
い

た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
説
教
と
そ
の
布
教
活
動
に
熱
心
で
あ
っ
た

人
々
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
」
と
、
話
の
背
後
に
見
え
隠

れ
す
る
伝
播
者
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。

「
も
う
ひ
と
り
の
『
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
』」
で
は
、
旧
家
の
盛
衰
を
左
右
す
る

と
い
わ
れ
る
広
く
知
ら
れ
た
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
譚
で
は
な
く
、
類
型
か
ら
は
逸

脱
し
て
い
る
か
に
見
え
る
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
の
伝
承
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

子
供
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
と
、そ
の
な
か
に
見
知
ら
ぬ
一
人
の
子
供
が
い
る
。

数
え
れ
ば
確
か
に
一
人
多
い
が
、
し
か
し
み
ん
な
知
っ
た
顔
ば
か
り
、
と
い

う
不
思
議
な
話
で
あ
る
。
関
連
す
る
伝
承
事
例
を
周
到
に
手
繰
り
寄
せ
な
が

ら
、
話
の
背
後
に
江
戸
時
代
の
文
献
に
記
さ
れ
た
習
俗
と
の
結
び
つ
き
を
想

定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
現
代
の
小
中
学
生
が
話
題
に
す
る
学
校
の
怪
談
と

し
て
新
た
な
展
開
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
野
村
純
一
の
足
跡
は
多
方
面
に
及
ぶ
が
、
本

稿
で
は
『
日
本
の
世
間
話
』
を
も
と
に
、
そ
の
世
間
話
観
や
、
話
の
類
型

を
手
掛
か
り
に
考
究
し
た
成
果
の
一
端
を
紹
介
し
た
。
類
型
へ
の
こ
だ
わ

り
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
枠
組
み
の
外
に
広
が
る
話
の
世
界
を
見
落
と
し
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て
し
ま
う
懸
念
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
野
村
は
「
い
ず
れ
か
に
著

し
く
拘
泥
す
れ
ば
、
い
ず
れ
そ
の
と
き
は
他
の
立
場
や
見
解
を
強
引
に
切

り
捨
て
て
い
っ
て
し
ま
う
結
果
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
伴
っ
て
、
こ
れ
に

生
じ
る
視
界
の
狭
隘
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
弊
害
は
随
時
容
易
に
予
測
で
き

る
。」
と
述
べ
て
、広
く
研
究
状
況
に
目
配
り
す
る
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。

（「
危
険
な
話
群
―
『
断
腸
亭
日
乗
』
か
ら
」）。
私
に
は
、
野
村
純
一
の
昔

話
研
究
は
、
一
歩
一
歩
、
一
足
ご
と
に
確
認
し
な
が
ら
慎
重
に
歩
を
進
め

て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
世
間
話
の
研
究
は
、
肩
の

力
が
抜
け
た
自
由
な
筆
の
運
び
で
、
着
想
も
縦
横
に
広
が
っ
て
い
る
。
話

の
世
界
が
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
る
環
境
の
な
か
で
育
ち
、
身
に
つ
け
た

感
性
で
あ
ろ
う
か
。
野
村
の
世
間
話
研
究
に
は
、
身
辺
に
生
起
す
る
同
時

代
の
話
を
逸
早
く
捉
え
る
鋭
い
発
想
が
随
所
に
脈
打
っ
て
い
る
。

参
考
・
引
用
文
献

重
信
幸
彦
「『
世
間
話
』
再
考
―
方
法
と
し
て
の
『
世
間
話
』
へ
―
」『
日
本

民
俗
学
』
一
八
〇
号　
一
九
八
九

日
本
口
承
文
芸
学
会
編
『
シ
リ
ー
ズ
こ
と
ば
の
世
界 

第
3
巻 
は
な
す
』

二
〇
〇
七　
三
弥
井
書
店

根
岸
英
之
「
市
川
民
話
の
会
編
『
市
川
の
伝
承
民
話
』
―
『
生
活
譚
』
の
展

開
と
可
能
性
を
中
心
に
―
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
一
七
号　
一
九
九
三

野
村
純
一
『
日
本
の
世
間
話
』
一
九
九
五　
東
京
書
籍

 

（
つ
ね
み
つ
・
と
お
る
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

は
じ
め
に

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
六
月
二
十
日
に
七
十
二
歳
で
逝
去
さ
れ
た
野

村
純
一
先
生
の
学
問
に
つ
い
て
例
会
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
の
で
、
そ
の

パ
ネ
ラ
ー
を
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
承
け
る
べ
き
か
ど

う
か
若
干
の
迷
い
が
あ
っ
た
。
私
は
確
か
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
二
）
に

國
學
院
大
學
文
学
部
文
学
科
で
、
当
時
助
教
授
で
あ
っ
た
野
村
先
生
の
日
本

文
学
特
殊
研
究
と
い
う
講
義
を
受
講
し
て
い
る
。
講
義
内
容
は
私
家
版
の
『
関

澤
幸
右
衛
門
昔
話
集
』
を
使
っ
て
の
語
り
手
論
で
、
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
語
り
の
系
譜
を
辿
る
た
め
の
詳
細
な
家
系
図
に
は
驚
い
た
こ
と
を
記
憶
し

て
い
る
。
当
時
私
は
井
之
口
章
次
先
生
が
指
導
す
る
民
俗
学
研
究
会
で
民
俗

学
を
学
び
、
民
俗
調
査
も
ず
い
ぶ
ん
行
っ
て
い
た
の
で
、
野
村
先
生
が
作
成

さ
れ
た
語
り
の
家
系
図
に
ど
れ
ほ
ど
の
信
頼
関
係
と
手
間
が
必
要
な
の
か
は

わ
か
っ
て
い
た
。
も
う
五
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
な
の
で
講
義
科
目
名
も
含
め

記
憶
は
お
ぼ
つ
か
な
い
が
、
語
り
手
論
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
教
室
に
は
お
そ

ら
く
講
義
プ
ロ
ッ
ト
を
記
し
た
Ｂ
六
版
の
カ
ー
ド
を
持
参
さ
れ
た
こ
と
、
文

脈
は
覚
え
て
い
な
い
が
味
噌
の
民
俗
を
話
さ
れ
た
こ
と
が
記
憶
に
あ
る
。
具

一
氏
を
後
任
に
迎
え
た
が
、
松
尾
氏
は
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
転
じ
、
こ
の
後
に
野
村
先
生
か
ら
自
分
と
同
じ
分

野
の
教
員
を
先
取
り
で
採
用
し
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
人
事
が
進
め

ら
れ
た
。
平
成
四
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
伝
承
文
学
専
攻
は
、
四
年
後
の

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
に
は
完
成
年
度
を
迎
え
、
同
時
に
文
学
部
改
組

が
行
わ
れ
て
文
学
科
は
日
本
文
学
科
と
な
っ
た
。
伝
承
文
学
専
攻
設
置
と

年
次
進
行
に
伴
い
、
何
人
も
の
兼
任
講
師
の
依
頼
な
ど
教
務
事
項
も
増
え

た
が
、
そ
の
担
当
も
私
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
、
兼
任
の
人
事
は
原
案
を

野
村
、
倉
石
の
両
先
生
に
提
案
し
て
進
め
た
。
野
村
先
生
は
人
事
に
つ
い

て
は
、
明
確
な
基
準
を
も
っ
て
お
ら
れ
、
適
切
で
は
な
い
場
合
に
は
は
っ

き
り
理
由
を
述
べ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
野
村
先
生
か
ら
は

大
学
教
員
と
し
て
の
姿
勢
・
考
え
方
に
つ
い
て
の
示
唆
も
受
け
、
そ
の
な

か
で
先
生
の
人
と
な
り
と
か
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に
は
、
野
村
先
生
は
紫
綬
褒
章
を
受
章
さ

れ
た
が
、
こ
の
案
件
は
、
そ
の
半
年
ほ
ど
前
に
大
学
に
連
絡
が
あ
り
、
人

事
課
か
ら
の
依
頼
で
人
事
課
課
長
補
佐
と
私
が
先
生
に
は
内
密
で
書
類
作

成
を
進
め
た
。
ま
だ
W
e
b
情
報
な
ど
は
整
備
さ
れ
て
な
く
、
雑
誌
類
で

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
調
べ
る
な
ど
書
類
作
成
に
は
手
間
が
か
か
っ
た
が
、

専
門
分
野
は
独
断
で
「
口
承
文
芸
学
」
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

て
提
出
し
た
。
後
日
、
文
科
省
は
「
国
文
学
」
を
予
定
し
て
い
た
と
聞
い

た
が
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
が
幸
い
で
あ
っ
た
。
受
章
の
報
道

で
は
専
門
は
「
口
承
文
芸
学
」
で
行
わ
れ
、
提
出
の
専
門
分
野
が
そ
の
ま

ま
認
め
ら
れ
た
の
は
私
と
し
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
平
成
十
二
年
度
は
学

体
的
な
内
容
は
覚
え
て
い
な
く
て
も
、
何
を
テ
ー
マ
に
ど
の
よ
う
に
講
義
を

さ
れ
た
の
か
の
記
憶
は
、
比
較
的
鮮
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
野
村
純
一
先
生
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
曲
が
り
な
り
に
も

大
学
で
授
業
を
受
け
、
成
績
を
つ
け
て
頂
い
た
か
ら
で
あ
る
。
優
だ
っ
た

か
良
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
可
で
あ
っ
た
の
か
は
忘
れ
て
い
る
が
、
試
験

は
合
格
で
単
位
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
前
の
学
部
二
年

生
の
時
に
は
新
潟
県
の
栃
尾
市
史
の
お
手
伝
い
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ

の
民
俗
編
の
ま
と
め
役
が
野
村
先
生
だ
っ
た
。
長
岡
か
ら
小
さ
な
電
車
に

乗
っ
て
栃
尾
に
入
り
、
集
落
の
普
通
の
お
宅
に
泊
め
て
も
ら
っ
て
の
民
俗

の
調
査
だ
っ
た
の
で
、
野
村
先
生
が
一
緒
の
調
査
で
は
な
か
っ
た
が
、
か

た
ち
の
上
で
は
先
生
の
元
で
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

大
学
卒
業
後
は
、
新
潟
駅
で
駅
弁
と
缶
ビ
ー
ル
を
も
っ
て
ホ
ー
ム
か
ら

特
急
と
き
に
乗
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
先
生
を
見
か
け
た
記
憶
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
足
繁
く
通
っ
て
お
ら
れ
た
山
形
か
新
潟
か
ら
か
帰
宅
さ
れ
る
と

き
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
後
は
日
本
民
俗
学
会
の
理
事
会
で
ご
一
緒
さ
せ

て
頂
い
た
程
度
で
あ
っ
た
。

野
村
先
生
と
は
こ
の
程
度
の
つ
な
が
り
で
あ
っ
た
が
、
大
き
く
変
わ
っ

た
の
は
國
學
院
大
學
文
学
部
文
学
科
に
伝
承
文
学
専
攻
が
新
設
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
四
月
か
ら
は
兼
任
講
師
と
し
て

「
民
間
伝
承
論
」
な
ど
の
講
義
を
担
当
し
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
四
月

に
は
専
任
講
師
に
就
任
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
伝
承
文
学
専
攻
は
、
倉
林

正
次
、
野
村
純
一
、
倉
石
忠
彦
と
い
う
先
輩
と
い
う
か
先
生
方
に
加
え
て

私
と
い
う
四
名
体
制
で
あ
っ
た
。
倉
林
先
生
が
定
年
退
職
と
な
り
松
尾
恒

【
第
七
七
回
研
究
例
会　
野
村
純
一
論
―
そ
の
研
究
手
法
と
業
績
―
】

口
承
文
芸
の
文
化
学

　

 

―
野
村
純
一
の
視
座
―
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