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影

ラ

ミ

‐次

の

文

章

は

『
扇

が

主

題

に

よ

る

工

芸

的

文

明

論

』

の

一

椿
を
主
題
と
す
る
漆
器
や
彫
金
、

木
彫
や
陶
磁
器
、

染
織
や
絵
画
、

そ

う
し
た
も
の
の
安
土
、

桃
山
か
ら
江
戸
に
か
け
て
の
様
々
な
作
品
の
写
真

を
繰
り
か
え
し
眺
め
て
い
る
あ
い
だ
に
、

私
は
お
の
ず
と
そ
う
し
た
も
の

が
作
ら
れ
た
文
明
の
雰
囲
気
の
な
か
へ
自
分
が
溶
け
入
っ
て
行
く
の
を
感

じ
て
い
た
。

そ
れ
は
確
実
に
ひ
と
つ
の
純
粋
な
文
明
の
雰
囲
気
で
あ
り
、

そ
し
て
二

十
世
紀
の
現
在
の
日
本
文
明
と
は
異
質
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
雰

囲
気
が
現
代
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

決
し
て
私
の
感
受
性
に
対

し
て
違
和
感
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
逆
に
１
私
の
心
を
優
し

く
和
ま
せ
て
く
れ
る
。

そ
し
て
い
つ
か
幼
い
頃
に
こ
の
な
か
で
静
か
に
眠

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、

快
い
思
い
出
の
よ
う
な
匂
い
を
伴
っ
た
世
界

な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
こ
ち
ら
の
認
識
力
を
鋭
く
と
ぎ
澄
ま
そ
う
と
迫
っ
て
く
る
よ

う
な
作
者
の
個
性
的
な
主
張
、

ま
た
独
自
な
観
察
限
に
よ
っ
て
今
ま
で
私

た
ち
に
気
づ
か
れ
て
い
な
か
っ
た
椿
と
い
う
植
物
の
ａ
利
洲
引
洲
利
な
形

姿
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。

現
実
的
な
観
察
と
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
個
性
的
な
描
写
と
い
う
近
代
芸

術
の
手
法
は
、

私
た
ち
を
不
安
に
さ
せ
る
。

そ
れ
は
対
象
と
私
た
ち
と
の

節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（東
京
大
）

解
答

・
解
説
↓
別
冊
５８
ペ
ー
ジ

あ
い
だ
に
長
い
あ
い
だ
に
出
来
あ
が
っ
て
い
た
あ
る
型
の
よ
う
な
も
の

―
―
そ
れ
が
心
に
平
和
を
も
た
ら
す
の
だ
が
―
―
を
対
象
か
ら
引
き
剣
い

で
、

そ
れ
を
全
く
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
改
め
て
突
き
つ
け
て
く
る
か

ら
で
あ
る
。

私
た
ち
は
従
来
知
っ
て
い
た
―
―
こ
の
場
合
に
は
椿
と
い
う

花
―
―
と
は
別
な
何
か
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
、

私
た
ち
が
今
ま
で
椿
だ
と

決
め
こ
ん
で
い
た
映
像
は
偽
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
、
と
宣
言
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
時
代
で
あ
り
、

近
代
芸
術
は
私
た
ち
の
ま

わ
り
か
ら
長
い
時
間
が
作
り
だ
し
て
く
れ
て
い
た
心
を
安
め
て
く
れ
る
型

を
い
ち
い
ち
破
壊
し
て
、
も
う

一
度
、
２
虚
無
の
な
か
か
ら
現
実
像
を
発

則
ｕ
ｄ
引
よ
う
に
私
た
ち
を
ｂ
判

ョ‐
引
ヨー
引
す
る
。

そ
う
し
て
、

人
々
は
近
代
芸
術
に
慣
れ
親
し
む
に
つ
れ
て
自
分
の
感
受

性
が
ｃ
ス
ン
ダ
ン
さ
れ
、
自
分
が
孤
独
な
存
在
と
し
て
世
界
の
な
か
に
宙

吊
り
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
悲
痛
な
思
い
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
私
た
ち
を
孤
独
に
す
る
も
の
だ
け
が
芸
術
な
の

で
は
な
い
、
と
こ
れ
ら
の
漆
器
や
彫
金
は
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
。

た
と
え
ば
、

椿
を
尾
長
鳥
が
く
わ
え
て
飛
ん
で
い
る
釘
隠
し
で
あ
る
が
、

こ
の
鳥
の
左
右
に
拡
げ
た
双
称
的
な
翼
と
、

ま
た
下
へ
向
か
っ
て
垂
直
に

口””】Ｈ口Ｆ
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の
び
た
長
い
尾
と
の
作
り
だ
す
形
の
安
定
は
、

そ
の
羽
根
の
並
び
の
規
則

的
な
重
な
り
と
相
ま
っ
て
見
る
人
の
心
を
快
い
落
ち
つ
き
に
誘
っ
て
く
れ

フつ
。こ

こ
で
は
鳥
が
空
気
を
裂
く
運
動
や
、
そ
の
空
気
の
抵
抗
が
羽
根
に
与

え
る
毛
ば
だ
ち
や
、
と
い
っ
た
近
代
的
な
レ
ア
リ
ス
ム
の
感
覚
は
、

多
分
、

芸
術
的
な
気
品
の
な
さ
と
し
て
作
者
の
視
線
の
な
か
で
あ
ら
か
じ
め
整
理

さ
れ
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
気
配
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
生
な
も
の
を
そ

の
ま
ま
こ
う
し
た
工
芸
品
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
が
芸
術
家
の
心
ば
え
で

あ
る
と
い
う
３
側
封
ｕ
瑚
剖
則
引
伺
斜
が
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
て
、

私
た
ち

を
の
び
や
か
に
さ
せ
て
く
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
そ
う
し
た
生
の
も
の
に
は
じ
め
か
ら
工
芸
家
が
鈍
感
で

あ
っ
た
と
い
う
の
と
は
ち
が
う
。

そ
の
証
拠
に
は
翼
の
し
た
に
深
く
ま
げ

ら
れ
た
鳥
の
頸
の
勁
さ
は
、

ま
さ
に
そ
の
運
動
の
瞬
間
に
お
い
て
工
人
が

こ
の
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て

い
て
、

そ
れ
が
私
た
ち
に
芸
術
的
な
快
さ
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鳥
は
た
し
か
に
生
き
て
い
て
、

椿
の
枝
を
し
っ
か
り
と
く
わ
え
て
い

る
の
だ
。

彫
刻
家
の
の
み
の
ｄ
刀
対
引
。さ

に
よ
っ
て
危
う
く
枝
を
切
り
お

と
し
そ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
だ
。

も
し
、

今
に
も
椿
の
枝
が
地
面
に
落
下
し
そ
う
に
不
出
来
に
仕
上
が
っ

て
い
る
と
し
た
ら
、

こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
釘
隠
し
と
い
う
実
用
的
な
用
途
に

は
不
向
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

不
向
き
で
あ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う
が
見

た
ま
ま
を
造
形
化
す
る
の
だ
、
と
い
う
近
代
的
な
写
実
主
義
的
な
４
強
情

剖
は
こ
の
工
人
と
は
無
縁
で
あ
る
。

（中
村
真
一
郎

「記
憶
の
森
じ

問問
一

間
三

問
四

問
五ａ

傍
線
部
１

「私
の
心
を
優
し
く
和
ま
せ
て
く
れ
る
」
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
、

理
由
を
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
２

「虚
無
の
な
か
か
ら
現
実
像
を
発
見
し
直
す
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
３

「倹
ま
し
い
古
風
な
信
念
」
と
は
ど
う
い
う
信
念
か
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
４

「強
情
さ
」
と
あ
る
が
、

こ
の
表
現
に
は
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
感
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
、

文
章
全
体
か
ら
判
断
し
て
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
片
仮
名
に
相
当
す
る
漢
字
を
楢
書
で
示
せ
。

イ
ソ
ウ
ガ
イ
　
　
　
ｂ
　
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
　
　
　
ｃ
　
ス
ン
ダ
ン
　
　
　
ｄ
　
ソ
ホ
ウ
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萌ホ
繋
ら
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い

一
答
え
よ
。

（北
海
道
大
）

例
え
ば
こ
の
頃
は
文
明
と
い
う
言
葉
を
余
り
聞
か
な
く
な
っ
た
代
わ
り

に
文
化
と
い
う
の
が
や
た
ら
に
目
に
付
く
。

こ
れ
は
文
化
と
い
う
言
葉
を

文
明
の
意
味
に
使
う
の
が
普
通
に
な
っ
た
の
で
あ
る
よ
り
も
、

そ
こ
は
言

葉
と
そ
れ
が
指
す
も
の
の
縁
が
ま
だ
切
れ
ず
、

文
明
と
い
う
言
葉
で
表
さ

れ
る
も
の
に
少
な
く
と
も
表
面
は
関
心
を
持
つ
も
の
が
い
な
く
な
っ
た
の

に
対
し
て
、

文
化
と
い
う
の
が

一
般
に
人
の
注
意
を
惹
く
こ
と
に
な
っ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ
は
同
じ
で
は
な
い
。

文
明
と
文
化
の
何
れ
も
漢
籍
に
出
て
来
る
由
緒
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
明
治
以
後
に
日
本
で
使
わ
れ
出
し
た
例
で
は
文
化
の
方
が
逢
か
に

後
で
既
に
文
明
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
の
文
化
で
あ
る
か
ら
も
う
少
し
正

確
に
そ
の
時
期
を
示
し
て
大
正
に
な
っ
て
文
化
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
時
に
、

こ
れ
は
何
か
文
明
以
外
の
も
の
で

一
種
の
な
く
て

も
構
わ
な
い
、
し
か
し
も
し
あ
れ
ば
ど
こ
か
洒
落
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

も
の
を
指
し
、

実
は
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

そ
う
す
る

と
今
日
で
は
そ
の
文
化
の
方
に
関
心
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
な

く
て
も
よ
く
て
、

そ
れ
で
も
あ
れ
ば
飾
り
に
な
る
性
質
の
も
の
に
人
が
惹

か
れ
る
か
、

あ
る
い
は
惹
か
れ
る
の
が
本
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、

こ
れ
は
生
憎
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
次

に
文
明
は
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
は
具
体
的
な
例
で
説
明
出
来
る
。

我
々
人
間
が
都
会
で
集
団
を
作
っ
て
生
活
す
る
時
に
、

め
い
め
い
に
家
が

あ
っ
て
庭
が
あ
る
か
、

あ
る
い
は
集
団
で
住
む
建
物
と
公
園
が
あ
る
の
は

解
答

・
解
説
↓
別
冊
６０
ぺ
‐
ジ

人
間
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
、

そ
の
上
で
築
か
れ
る
人
間

の
生
活
は
文
明
の
同
義
語
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
自
分
の
所
の

庭
や
集
団
用
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
の
屋
上
か
ど
こ
か
に
他
所
に
行
か
な
く

て
も
泳
げ
る
設
備
を
す
る
な
ら
ば
、

別
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
て
も

誰
も
困
り
は
し
な
く
て
そ
れ
で
も
あ
っ
て
悪
く
は
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら

そ
れ
が
文
化
で
あ
る
。

自
分
の
家
に
庭
が
な
く
て
そ
の
代
わ
り
に
毎
朝
起
き
て
眺
め
ら
れ
る
公

園
も
な
い
の
に
泳
ぐ
設
備
、

あ
る
い
は
何
か
競
技
を
し
た
り
し
て
暇
が
潰

せ
る
設
備
は
手
近
に
あ
る
と
い
う
状
態
を
思
う
時
に
文
化
と
い
う
言
葉
が

今
日
の
我
々
に
と
っ
て
持
つ
意
味
が
漸
く
は
っ
き
り
し
て
来
る
。

我
々
に

は
集
団
で
暇
潰
し
を
す
る
設
備
が
い
く
ら
で
も
あ
っ
て
、

見
方
に
よ
っ
て

は
日
本
国
中
が
そ
う
し
た
設
備
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
感
じ
が
し
て
そ
れ
が

文
化
に
違
い
な
い
が
、
＞」う
な
る
と
こ
の
暇
潰
し
と
同
義
語
で
ま
た
言
葉

の
定
義
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
る
他
な
い
文
化
と
い
う
も
の
が
ど
こ
か
１
化

け
も
の
染
み
た
仕
掛
け
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
を
免
れ
な
い
。

も
と
も
と
暇
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
消
す
気
も
起
こ
す
の
で
そ
の
暇
が
あ
る

た
め
に
は
ま
ず
自
分
の
生
活
が
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
、

自
分
に
人
間
ら

し
く
振
る
舞
う
こ
と
を
許
す
も
の
、　

つ
ま
り
文
明
に
根
を
お
ろ
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
木
の
緑
を
日
常
眺
め
る
こ
と
も
出
来
な

く
て
泳
ぐ
設
備
の
水
面
が
人
の
頭
で
埋
ま
る
の
は
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
と

い
う
の
が
生
活
だ
ろ
う
か
。



確
か
な
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
、

例
え
ば
空

気
と
か
木
の
緑
と
か
日
光
と
か
は
我
々
の
生
命
と
と
も
に
あ
る
も
の
だ
け

に
日
立
た
な
く
て
何
も
言
わ
ず
に
ま
た
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
楽
し
む
こ

と
、

そ
の
時
間
を
生
き
る
こ
と
を
我
々
に
許
し
、

こ
れ
に
対
し
て
極
彩
色

の
日
傘
を
立
て
た
下
に
集
ま
っ
て
ま
わ
り
に
並
ぶ
極
彩
色
の
日
傘
の
下
に

集
ま
っ
た
も
の
を
眺
め
る
の
は
既
に
そ
こ
に
時
間
が
流
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
散
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
喧
喋
で
し
か
な
い
。

そ

う
し
た
こ
と
を
す
る
の
が
こ
の
頃
は
余
暇
を
楽
し
む
こ
と
で
あ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
こ
れ
は
言
葉
の
誤
用
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
余

裕
を
初
め
か
ら
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
余
暇
で
は
な
く
て
従
っ
て
ま

た
、
２
斜
囲
引
引
劇
召
倒
側
劉
劉
翻
潮
¶
引
劇
璃
割
引
岬

も
っ
と

正
確
に
言
え
ば
こ
れ
は
自
分
に
生
活
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
、

た
だ
或
る

場
所
に
い
る
だ
け
で
時
間
が
少
し
ず
つ
過
ぎ
て
行
く
の
を
感
じ
て
い
ら
れ

る
余
裕
が
な
く
て
そ
れ
に
堪
え
ら
れ
な
く
て
気
を
紛
ら
す
こ
と
を
求
め
て

の
狂
態
で
あ
る
。

つ
い
に
文
化
は
狂
態
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
に
ば
か
り
気
を
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
文
化
と

い
う
化
け
も
の
に
ま
た

一
つ
３
凱
歌
を
夙
浄
Ｉ
ｆ
苫
つ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
表
と
裏
と
い
う
時
に
は
表
は
見
て
く
れ
が
よ
く
て
結
構
づ
く
め
で

あ
る
が
そ
の
裏
は
と
い
う
意
味
に
取
ら
れ
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
の
逆
で

あ
る
は
ず
で
表
は
表
で
あ
る
か
ら
見
て
く
れ
が
よ
く
て
も
悪
く
て
も
人
目

を
惹
い
て
も
、

本
当
の
こ
と
は
そ
の
表
が
隠
し
て
い
る
下
に
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
て
、
日
本
国
中
が
暇
潰
し
の
設
備
に
覆
わ
れ
て
文
化
づ
く
め

で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
日
本
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
４
大
概
の
鉱
物

ガ
封
耐
耐
劉
劉
劉
倒
ｑ
瑠
ｑ
州
刻
。
日
本
国
中
が
暇
潰
し
の
場
所
に
な
っ
て

い
な
い
証
拠
に
我
々
は
今
日
の
日
本
に
生
き
て
い
て
別
に
日
傘
が
立
っ
て

い
る
下
に
行
く
必
要
を
感
じ
な
い
で
い
る
。

我
々
に
生
活
が
な
い
と
は
言

え
な
い
。

現
に
我
々
は
冷
房
で
な
い
冷
た
い
風
が
吹
く
の
を
知
っ
て
い
て

い
つ
の
間
に
か
朝
の
食
事
に
向
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
冬
な
ら
ば
火
が
あ

る
。

余
り
話
が
面
倒
な
こ
と
に
な
っ
て
来
た
時
は
身
の
ま
わ
り
を
見
回
す

の
も

一
案
で
そ
れ
で
我
に
返
る
。

（吉
田
健
一
「文
明
と
文
化
し

121 吉田健一「文明と文化」

問 問 問 問 問
五 四 三 二 一

傍
線
部
１

「化
け
も
の
染
み
た
仕
掛
け
」
は
ど
う
い
う
状
態
を
い
う
の
か
。

具
体
的
に
二
十
年
以
内
で
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
２

「余
暇
で
な
い
…
…
の
で
も
な
い
」
に
つ
い
て
、

「何
か
」
を
明
ら
か
に
し
て
二
十
年
以
内
で
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
３

「凱
歌
を
あ
げ
さ
せ
る
」
に
つ
い
て
、

そ
う
さ
せ
な
い
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。

三
十
年
以
内
で
記
せ
。

傍
線
部
４

「大
概
の
…
…
覆
わ
れ
て
い
る
」
に
つ
い
て
、

「鉱
物
」
は
何
を
比
喩
し
て
い
る
か
。

本
文
中
の
熟
語
で
答
え
よ
。

本
文
の
筆
者
は

「文
明
」
と

「文
化
」
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

「生
活
」
「時
間
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
百
字
以
内
で
記
せ
。
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スさ
て
私
は
老
人
か
ら
い
ろ
い
ろ
話
を
き
い
て
い
る
間
に
、

こ
の
村
に
は

古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
帳
箱
が
あ
り
、

そ
の
中
に
区
有
文
書
が
は
い

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
た
。

そ
こ
で
そ
れ
を
見
せ
て
く
れ
な
い
か
と
た
の

ん
で
み
る
と
、
自
分
の
一
存
で
は
い
か
ぬ
と
い
う
。

帳
箱
に
は
鍵
が
か
か

っ
て
お
り
、

そ
の
鍵
は
区
長
が
保
管
し
て
い
る
が
、

総
代
立
ち
会
い
で
な

い
と
あ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
。

そ
れ
で
は
二
人
立
ち
会
い
の
上
で
見
せ
て

い
た
だ
け
な
い
か
と
た
の
む
と
老
人
は
人
を
や
っ
て
寄
り
あ
い
の
席
か
ら

二
人
を
よ
ん
で
来
た
。

事
情
を
は
な
す
と
開
け
て
見
せ
る
位
な
ら
よ
か
ろ

う
と
、

あ
け
て
く
れ
た
。

そ
の
夜
は
宿
で
徹
夜
で
そ
の
主
要
な
も
の
を
う

つ
し
た
が
、

実
は
旅
の
つ
か
れ
が
ひ
ど
い
の
で
能
率
は
あ
が
ら
な
い
。

翌

朝
に
な
っ
て
、

口
」
の
古
文
書
を
し
ば
ら
く
拝
借
ね
が
え
ま
い
か
」
と
老
人

の
家

へ
い
っ
て
た
の
む
と
、

老
人
は
息
子
に
き
い
て
み
ね
ば
と
い
う
。
き

け
ば
今
日
も
寄
り
あ
い
の
つ
づ
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
息
子
は
そ
の
席

へ
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
人
を
や
っ
て
よ
ん
で
来
て

く
れ
た
。

す
る
と
息
子
は
そ
う
で
つ
問
題
は
寄
り
あ
い
に
か
け
て
皆
の
意

見
を
き
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
、

借
用
し
た
い
分
だ
け
会
場

へ
も
っ

て
い
っ
て
皆
の
意
見
を
き
い
て
く
る
と
い
っ
て
、

古
文
書
を
も
っ
て
出
か

け
て
い
っ
た
。
し
か
し
昼
に
な
っ
て
も
か
え
っ
て
来
な
い
。

午
後
三
時
を

す
ぎ
て
も
か
え
っ
て
来
な
い
。

「
い
っ
た
い
何
の
協
議
を
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
」
と
き
く
と
、

「
い
ろ
い
ろ
と
と
り
き
め
る
事
が
あ
り
ま
し
て
…

…
」
と
い
う
。

そ
の
日
の
う
ち
に
三
里
ほ
ど
北
の
佐
護
ま
で
行
き
た
い
と

解
答

・
解
説
↓
別
冊
６２
ぺ
‐
ジ

思
っ
て
い
た
私
は
い
さ
さ
か
ジ
リ
ジ
リ
し
て
来
て
、

寄
り
あ
い
の
場

へ
い

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

老
人
も
つ
い
て
い
っ
て
く
れ
る
事
に
な
っ
た
。

い
っ
て
み
る
と
会
場
の
中
に
は
板
間
に
二
十
人
ほ
ど
す
わ
っ
て
お
り
、

外

の
樹
の
下
に
二
人
五
人
と
か
た
ま
っ
て
う
ず
く
ま
っ
た
ま
ま
話
し
あ
っ
て

い
る
。

雑
談
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
そ
う
で
は
な
い
。

事
情
を
き

い
て
み
る
と
、

村
で
と
り
き
め
を
お
こ
な
う
場
合
に
は
、

み
ん
な
の
納
得

の
い
く
ま
で
何
日
で
も
は
な
し
あ
う
。

は
じ
め
に
は

一
同
が
あ
つ
ま
っ
て

区
長
か
ら
の
話
を
き
く
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
組
で
い
ろ
い
ろ
に
話
し
あ

っ
て
区
長
の
と
こ
ろ
へ
そ
の
結
論
を
も
っ
て
い
く
。
も
し
折
り
合
い
が
つ

か
ね
ば
ま
た
自
分
の
グ
ル
ー
プ

ヘ
も
ど
っ
て
は
な
し
あ
う
。

用
事
の
あ
る

者
は
家

へ
か
え
る
こ
と
も
あ
る
。

た
だ
区
長

・
総
代
は
き
き
役

。
ま
と
め

役
と
し
て
そ
こ
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
こ
う
し
て
二
日
も

協
議
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
夜
も
な
く
昼
も

な
い
。

ゆ
う
べ
も
暁
方
近
く
ま
で
は
な
し
あ
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、

眠
た
く
な
り
、

で
つ
こ
と
が
な
く
な
れ
ば
か
え
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
の
借
り
た
い
古
文
書
に
つ
い
て
の
話
し
あ
い
も
、

朝
話
題
に

出
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
が
、

私
の
い
っ
た
と
き
ま
だ
結
論
は
出
て
い
な
か

っ
た
。

朝
か
ら
午
後
三
時
ま
で
古
文
書
の
話
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

ほ
か
の
話
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
古
文
書
に
つ
い
て
の
話

も
何
人
か
に
よ
っ
て
、

会
場
で
話
題
に
の
ぼ
っ
た
。

私
は
そ
の
と
き
そ
こ

に
い
た
の
で
な
い
か
ら
、

後
か
ら
概
要
だ
け
き
い
た
話
は
、

「対
馬
の
調
査

次
の
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
六
百
字
以
上
千
字
以
内
で
自
由
に
述
べ
よ
。

（早
稲
田
大
・
文
）
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に
来
た
先
生
が
、

伊
奈
の
事
を
し
ら
べ
る
た
め
に
や
っ
て
来
て
、

伊
奈
の

古
い
事
を
知
る
に
は
古
い
証
文
類
が
是
非
と
も
必
要
だ
と
い
う
の
だ
が
、

貸
し
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
区
長
か
ら
き
り
出
す
と
、

「
い
ま
ま
で
貸
し
出
し
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
し
、村

の
大
事
な
証
拠
書
類

だ
か
ら
み
ん
な
で
よ
く
話
し
あ
お
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

話
題
は

他
の
協
議
事
項
に
う
つ
っ
た
。

そ
の
う
ち
昔
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る

老
人
が
、

翌
ヨ
」
の
村

一
番
の
旧
家
で
あ
り
自
分
も
高
い
給
人

（郷
士
）
の

家
の
主
人
が
死
ん
で
、

そ
の
子
の
ま
だ
幼
い
の
が
あ
と
を
つ
い
だ
。

す
る

と
そ
の
親
威
に
あ
た
る
老
人
が
来
て
、

旧
家
に
伝
わ
る
御
判
物
を
見
せ
て

く
れ
と
い
っ
て
持
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
ど
の
よ
う
に
返
し
て
く
れ
と
た

の
ん
で
も
老
人
は
か
え
さ
ず
、

や
が
て
自
分
の
家
を
村

一
番
の
旧
家
の
よ

う
に
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
話
を
し
た
。

そ
れ
に
つ
い
て
、

そ
れ
と
関

連
の
あ
る
よ
う
な
話
が
み
ん
な
の
間
に
ひ
と
わ
た
り
せ
ら
れ
て
そ
の
ま
ま

話
題
は
他
に
う
つ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
ま
た
、

古
文
書
の
話
に
な

り
、

「村
の
帳
箱
の
中
に
古
い
書
き
付
け
が
は
い
っ
て
い
る
と
い
う
話
は

き
い
て
い
た
が
、

わ
れ
わ
れ
は
中
味
を
見
た
の
は
今
が
初
め
で
あ
り
、

こ

の
書
き
付
け
が
あ
る
の
で
よ
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
話
も
き
か
な
い
。

そ

う
い
う
も
の
を
他
人
に
見
せ
て
役
に
立
つ
も
の
な
ら
見
せ
て
は
ど
う
だ
ろ

う
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

す
る
と
ま
た
ひ
と
し
き
り
、

家
に
し
ま
っ

て
あ
る
も
の
を
見
る
眼
の
あ
る
人
に
見
せ
た
ら
た
い
へ
ん
よ
い
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
い
ろ
い
ろ
の
世
間
話
が
つ
づ
い
て
ま
た
別
の
話
に
な
っ
た
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
私
は
で
か
け
て
い
っ
た
。

区
長
が
い
ま
ま
で
の
経

過
を
か
い
つ
ま
ん
で
ひ
と
と
お
り
は
な
し
て
く
れ
て
、

な
る
ほ
ど
そ
う
い

う
調
子
な
ら
容
易
に
結
論
は
で
な
い
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
み
ん
な
が
思
い

思
い
の
事
を
い
っ
て
み
た
あ
と
、

会
場
の
中
に
い
た
老
人
の

一
人
が

「見

れ
ば
こ
の
人
は
わ
る
い
人
で
も
な
さ
そ
う
だ
し
、

話
を
き
め
よ
う
で
は
な

い
か
」
と
か
な
り
大
き
い
声
で
い
う
と
外
で
は
な
し
て
い
た
人
た
ち
も
窓

の
と
こ
ろ
へ
寄
っ
て
来
て
、

み
ん
な
私
の
顔
を
見
た
。

私
が
古
文
書
の
中

に
か
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
、

昔
は
ク
ジ
ラ
が
と
れ
る
と
若

い
女
た
ち
が
美
し
い
着
物
を
着
、

お
化
粧
し
て
見
に
い
く
の
で
、

そ
う
い

う
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
、
と
め
た
書
き
つ
け
が
あ
る
な
ど
と
は
な

す
と
、

ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
、
ク
ジ
ラ
を
と
っ
た
こ
ろ
の
話
が
し
ば
ら
く

つ
づ
い
た
。

い
か
に
も
の
ん
び
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
れ
で

い
て
話
は
次
第
に
展
開
し
て
来
る
。　

一
時
間
あ
ま
り
も
は
な
し
あ
っ
て
い

る
と
、

私
を
案
内
し
て
く
れ
た
老
人
が

「
ど
う
で
あ
ろ
う
、

せ
っ
か
く
だ

か
ら
貸
し
て
あ
げ
て
は
…
…
」
と

一
同
に
は
か
っ
た
。

「あ
ん
た
が
、

そ
う

い
わ
れ
る
な
ら
、
も
う
誰
も
異
存
は
な
か
ろ
う
」
と

一
人
が
答
え
、

区
長

が

「そ
れ
で
は
私
が
責
任
を
お
い
ま
す
か
ら
」
と
い
い
、

私
が
そ
の
場
で

借
用
証
を
か
く
と
、

区
長
は
そ
れ
を
よ
み
あ
げ
て

「
こ
れ
で
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
か
」
と
い
っ
た
。

「
は
ァ
そ
れ
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
座
の
中
か

ら
声
が
あ
る
と
、

区
長
は
区
長
の
ま
え
の
板
敷
の
上
に
朝
か
ら
お
か
れ
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
古
文
書
を
手
に
と
っ
て
私
に
渡
し
て
く
れ
た
。

私
は

そ
れ
を
う
け
と
っ
て
お
礼
を
い
っ
て
外

へ
出
た
が
、

案
内
の
老
人
は
そ
の

ま
ま
あ
と
に
の
こ
っ
た
。

協
議
は
そ
れ
か
ら
い
つ
ま
で
つ
づ
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

（宮
本
常

一
「忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
じ
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（慶
応
大
。
文
）

「晩
鐘
」
や

「落
穂
拾
い
」
な
ど
の
作
品
で
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
画
家

ミ
レ
ー
は
、

み
ず
か
ら
自
身
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
の
寒
村
に
農
民
の
子
と

し
て
生
を
う
け
、

十
九
世
紀
な
か
ば
の
農
民
生
活
の
か
ず
か
ず
を
描
写
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ミ
レ
ー
の
描
い
た
情
景
が
、

眼
の
ま
え

に
よ
つ
チ
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、

歴
史
的
過
去
の
世
界
に
属

し
た
も
の
に
な
る
に
し
た
が
い
、

そ
れ
ら
の
作
品
は
貴
重
な
証
言
と
し
て
、

あ
ら
た
め
て
民
族
学
や
歴
史
学
の
観
点
か
ら
見
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

十
九
世
紀
な
か
ば
の
証
言
と
い
え
ば
、

民
俗
研
究
家
の
も
の
に
せ
よ
、

行
政
官
や
医
師
な
ど
の
社
会
的
エ
リ
ー
ト
の
も
の
に
せ
よ
、

そ
の
多
く
は
、

伝
承
慣
行
に
よ
か
く
根
ざ
し
た
農
民
た
ち
の
生
活
世
界
を
、

「遅
れ
た
も

の
」
と
し
て
近
代
的
規
範

へ
と
教
育
す
る
対
象
と
み
る
か
、

あ
る
い
は
逆

に
、

幻
想
に
み
ち
た

「
田
園
讃
美
」
の
対
象
と
す
る
か
、

で
あ

っ
た
。
し

か
し
ミ
レ
ー
の
ま
な
ざ
し
は
、

そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

苦
し
み
や

恐
れ
や
、
き
つ
い
仕
事
の
疲
れ
、

あ
る
い
は
依
然
と
し
て
身
近
な
死
に
刻

印
さ
れ
な
が
ら
、

で
あ
る
が
ゆ
え
に
同
時
に
祈
り
や
願
い
、

そ
し
て
歓
び

に
も
み
ち
た
農
民
た
ち
の
世
界

へ
の
、

共
感
の
ま
な
ざ
し
、

な
い
し
は
共

有
の
ま
な
ざ
し
、
と
い
え
よ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
ミ
レ
ー
は
プ
ロ
の
画
家
で
あ
っ
て
、

限
に
し
た
も
の
を
そ
の

ま
ま
映
し
と
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

美
術
史
で
問
題
と
す
る
よ
う
な
様
式

と
か
構
図
上
の
系
譜
に
、

い
ろ
い
ろ
な
形
で
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う

解
答

・
解
説
↓
別
冊
６３
ぺ
‐
ジ

と
思
わ
れ
る
。

寓
話
な
ど
に
題
材
を
も
と
め
た
作
品
や
、

肖
像
画
も
、

彼

は
描
い
て
い
る
し
、

だ
い
い
ち
絵
画
を
も
っ
ぱ
ら
証
言
と
し
て
な
が
め
る

の
は
、

鑑
賞
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
邪
道
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
美
術

の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、

歴
史
民
族
学
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、

や
は
り

農
民
生
活
を
描
い
た
彼
の
作
品
が
、

た
い
へ
ん
興
味
ぶ
か
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
有
名
な

「晩
鐘
」
は
、
日
暮
れ
ど
き
を
つ
げ
る
村
の
教
会
の

鐘
を
き
き
な
が
ら
、　

一
日
の
仕
事
の
お
わ
り
に
あ
た
っ
て
祈
り
を
さ
さ
げ

て
い
る
、

ま
だ
比
較
的
若
い
農
民
夫
婦
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
く
み
る
と
、

妻
の
方
は
手
を
組
み
あ
わ
せ
、

深
く
頭

を
た
れ
て

一
心
に
敬
虔
に
祈
っ
て
い
る
よ
う
す
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、

夫
の
方
は
帽
子
を
手
に
も
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
頭
を
さ
げ
て
い
る
だ
け
で
、

手
を
組
み
あ
わ
せ
て
も
い
な
い
。
レ」う
い
う
描
き
方
を
み
る
と
、

歴
史
学

を
や
っ
て
い
る
人
間
な
ら
ば
、

す
ぐ
に
十
九
世
紀
な
か
ば
の
宗
教
と
教
会

を
め
ぐ
る
状
況
が
、

想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

比
較
的
若
い
世

代
の
男
た
ち
か
ら
、

徐
々
に
教
会
ば
な
れ
が
お
こ
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
脱

宗
教
化
と

一
般
化
す
る
の
は
飛
躍
だ
と
し
て
も
、

教
会
を
さ
さ
え
る
主
力

は
、

は
っ
き
り
と
女
性
た
ち
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
た
、
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
ミ
レ
ー
が
、
テ」う
し
た
状
況
を
ど
こ
ま
で
意
識
的
に
描
き
だ
そ
う

と
し
た
の
か
は
、
ミ
レ
ー
研
究
者
で
は
な
い
私
に
は
今
の
と
こ
ろ
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、

少
な
く
と
も
彼
の
描
い
た
夫
婦
差
の
あ
る
情
景
が
、

そ
の

時
代
の
一
側
面
を
よ
く
映
し
だ
し
て
い
る
こ
と
は
、

た
し
か
な
の
で
あ
る
。



記述 ・小論文 126

そ
う
し
た
ミ
レ
ー
の
作
品
に
、

「洗
濯
女
」
と
い
う
絵
が
あ
る
。

巨
大
な

樽
の
よ
う
な
洗
濯
桶
に
、

右
手
に
も
っ
た
壷
か
ら
湯
を
そ
そ
い
で
い
る
た

く
ま
し
い
女
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、

そ
う
で
つ
表
題
が
な
い
と
、

わ

れ
わ
れ
に
は
そ
れ
が
洗
濯
の
準
備
を
し
て
い
る
光
景
と
は
、

な
か
な
か
理

解
し
が
た
い
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

現
代
社
会
に
生
き
て
い
る
フ
ラ
ン
ス

人
に
し
て
も
、
と
く
に
若
い
世
代
に
と
っ
て
は
同
様
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
今
で
は
洗
濯
す
る
こ
と
は
、
日
常
茶
飯
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
し
か
も
た
い
て
い
は
電
気
洗
濯
機
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日

本
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
。

そ
し
て
都
会
で
は
、

お
な
じ
よ
う
に
コ
イ
ン
・
ラ
ン
ド
リ
ー
は
盛
況
で
あ
る
。
日
本
で
は
、

私

ど
も
敗
戦
直
後
に
生
ま
れ
た
世
代
ま
で
に
と
っ
て
は
、

あ
の
波
形
の
ギ
ザ

ギ
ザ
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
洗
濯
板
や
た
ら
い
は
、

具
体
的
な
洗
濯
の
情
景
と

結
び
つ
い
て
幼
時
の
記
憶
に
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
後
の

世
代
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
、

い
ま
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
火
鉢
な
ど

が
絵
や
想
像
の
情
景
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
と
同
様
、
日

常
生
活
に
お
け
る
洗
濯
の
情
景
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て
、
し
た

が
っ
て
心
象
風
景
と
し
て
も
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
と
し
て
、

あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
は
、
ミ
レ
ー
が
そ
の
絵
を
描
い
た
時
代
か
ら
今
世
紀
の
は
じ
め
に

か
け
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
農
民
社
会
に
お
い
て
は
、

洗
濯
と
い
う
行
為
は
日

常
茶
飯
の
こ
と
で
は
な
く
、

象
徴
的
な
意
味
の
こ
も
っ
た
重
要
な

「出
来

事
」
、

つ
ま
り
儀
礼
的
行
為
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
日
本
で
の
年
末
の
大
掃
除
が
、

年
の
移
行
を
し
る
す
年
中
行
事
と
し

て
、

い
わ
ば

「通
過
」
の
た
め
の
儀
礼
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
と
お
な
じ
よ
う
に
、

か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
農
民
社
会
に
お
い
て
、

年
に

一
度
と
か
二
度
と
か
行
わ
れ
た

「大
洗
濯
」
は
、

た
ん
に
汚
れ
を
落
と
す

と
い
う
実
用
的
機
能
を
も
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

季
節
の
移
行
を
し
る

す
象
徴
的
な
行
事
で
も
あ
っ
た
。
日
頃
も
ま
っ
た
く
洗
濯
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

た
と
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
の
衣
類
な
ど
が
汚

れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、

共
同
の
洗
濯
場
は
女
た

ち
に
と
っ
て
、

お
し
ゃ
べ
り
や
情
報
交
換
の
た
い
せ
つ
な
機
会
を
手
に
す

る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
回
数
は
た
い
へ
ん
少
な
く
、
と
り

わ
け
こ
の

「大
洗
濯
」
の
さ
い
に
は
、

た
め
こ
ま
れ
た
シ
ー
ツ
な
ど
が
大

量
に
洗
わ
れ
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
そ
の
た
め
に
雇
わ
れ
た
洗
濯
女
が
、

社
会
的
に
独
自
な
地
位
や
象
徴
性
を
に
な
っ
て
い
た
。

あ
る
い
は
ミ
レ
ー

が
描
い
た
の
は
、
ン」う
し
た
洗
濯
女
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
洗
濯
の
さ
い
の
手
順
や
、

桶
の
よ
う
な
道
具
の
扱
い
に
つ
い
て

も
、

さ
ま
ざ
ま
な
決
ま
り
や
タ
ブ
ー
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し

て
洗
濯
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
水
は
、

ま
だ
蛇
口
を
ひ
ね
れ

ば
で
て
く
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
、

た
い
へ
ん
貴
重
で

も
あ
り
、

同
時
に
象
徴
的
な
意
味
に
お
い
て
も
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
。

人
は
、

身
体
的
誕
生
に
お
い
て
産
湯
と
い
う
形
で
水
に
接
し
、

社
会
的
誕

生
と
し
て
の
洗
礼
に
お
い
て
、

ま
た
水
に
接
し
た
。

病
い
の
さ
い
に
は
、

し
ば
し
ば
泉
の
水
が
祈
り
を
こ
め
た
治
癒
の
手
段
と
さ
れ
、

死
に
ゆ
く
と

き
に
は
水
で
身
体
が
清
め
ら
れ
た
。
し
か
も
出
産
や
洗
礼
に
力
添
え
す
る

女
、　

つ
ま
り
産
婆
さ
ん
が
、

死
に
さ
い
し
て
水
で
身
体
を
清
め
る
役
割
を



127 出典未詳

す
る
女
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
ま
た
洗
濯
女
で
も
あ
る
と
い
う
、

洗
濯

の
象
徴
的
な
重
要
性
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
民
族
学
者

に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
実
際
面
か
ら
す
れ
ば
、

洗
濯
は
ま
さ
に
衣
類
の
汚
れ
を
取
り

除
く
作
業
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
汚
れ
と
か
、

そ
の
逆
に
清
潔
さ
に
つ
い
て

人
び
と
が
抱
く
感
覚
と
い
う
も
の
も
、

臭
い
や
香
り
に
つ
い
て
と
お
な
じ

よ
う
に
、

き
わ
め
て
歴
史
的
な
文
化
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
身

体
に
た
い
す
る
人
び
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
点
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
身

体
に
た
い
す
る
統
御
の
問
題
、　

つ
ま
る
と
こ
ろ
は
寛
容
の
線
引
き
と
社
会

秩
序
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
、　

一
見
さ
さ
い
な
よ
う
に

み
え
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。

お
お
む
ね
こ
う
し
た
洗
濯

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
民
間
伝
承
慣
行
の
あ
り
方
は
、

近
代
的
衛
生
の

欠
落
、

す
な
わ
ち
悪
と
し
て
、

近
代
医
療
体
制
に
よ
っ
て
善
悪
二
元
論
的

に
否
認
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

洗
濯
の
頻
度
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と
が
、

汚
れ
や

衛
生
に
関
す
る
無
関
心
と
か
無
神
経
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
と
、

か
な

ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

伝
承
慣
行
に
お
け
る
身
体
の
問
題
を
研
究
し

て
い
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ

。
ル
ー
ク
ス
の
議
論
か
ら
考
え
る
と
、

こ
の
慣

行
は
つ
ぎ
の
二
点
と
の
関
係
で
お
さ
え
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な

フつ
。ひ

と
つ
は
、

あ
る
種
の
汚
れ
が
身
体
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
時

期
に
、

多
く
の
民
俗
調
査
を
残
し
た
ポ
ー
ル
・
セ
ビ
ヨ
は
、

「私
は
、

た
い

へ
ん
身
ぎ
れ
い
な
農
夫
た
ち
を
知
っ
て
い
た
。

彼
ら
は
定
期
的
に
子
ど
も

の
髪
を
櫛
で
と
い
て
や
る
の
だ
が
、
し
か
し
頭
に
二
、

三
匹
の
シ
ラ
ミ
が

残
る
よ
う
に
注
意
し
て
い
た
。

強
い
子
に
す
る
た
め
に
、
と
。
と
い
う
の

は
、

シ
ラ
ミ
は
悪
い
血
を
食
べ
て
く
れ
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
報

告
し
て
い
る
。

汚
れ
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
身
体
の
保
護
や
、

あ
る
い
は

健
康
の
た
め
に
す
ら
必
要
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
、

い

く
つ
も
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、

洗
濯
物
で
あ
る
衣
類
は
、

そ
の
持
ち
主
を
表
象
す
る

も
の
で
あ
り
、

ま
た
汚
れ
や
垢
は
、

ち
ょ
う
ど
八
で
あ
る
と
か
赤
ち
ゃ
ん

の
へ
そ
の
緒
と
い
っ
た
身
体
部
分
と
お
な
じ
よ
う
に
、

そ
の
人
を
代
表
し

て
表
す
も
の
、

あ
る
い
は

一
種
の
分
身
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
の
扱
い
は
、

気
ま
ま
に
意
の
お
も
む

く
ま
ま
に
し
て
は
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
扱
う
慣
行
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
身

体
の
動
き
の
な
か
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
儀
礼
的
な
象
徴
性
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
、
と
い
う
具
合
に
な
る
。

こ
の
洗
濯
の
事
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

近
代
的
な
規
範
と
は
別
の

次
元
で
、

経
験
的
な
実
践
的
要
素
と
象
徴
的
要
素
と
が
不
可
分
に
結
合
す

る
形
で
、

伝
承
的
に
営
ま
れ
て
き
た
生
活
世
界
が
、

少
な
く
と
も
今
世
紀

は
じ
め
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
農
民
社
会
に
は
ひ
ろ
く
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
然
と
文
化
と
の
接
点
、

な
い
し
は
自
然
と
文
化
と
を
媒
介
す

る
も
の
と
し
て
の
身
体
を
軸
に
、

み
ず
か
ら
と
、

み
ず
か
ら
を
と
り
ま
く

環
界
と
を
追
環
の
な
か
に
と
ら
え
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。

洗
濯
や
汚
れ
に
象
徴
性
が
こ
め
ら
れ
、

あ
る
い
は
星
辰
の
動
き
と
人
や
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動
植
物
の
成
長
と
を
相
互
に
運
環
を
な
す
も
の
、
と
み
な
す
諸
慣
行
は
、

近
代
的
な
合
理
的
発
想
か
ら
す
れ
ば
、

た
し
か
に

「送
信
」
で
あ
り

「奇

異
な
」
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

独
自
の
論
理

一
貫
性

が
貫
い
て
い
る
こ
と
も
、

た
し
か
な
の
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
な
衣
を
ま
と
い
な
が
ら
も
、

そ
の
内
実
は
き

わ
め
て
強
い
呪
術
信
仰
的
性
格
を
示
す
こ
の
独
自
の
世
界
を
、

は
っ
き
り

と
認
識
す
る
に
は
、

洗
濯
が

一
例
を
示
す
よ
う
な
個
別
の
慣
行
を
、

そ
れ

と
し
て
他
か
ら
切
り
は
な
し
て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
相

貌
を
も
っ
た
人
び
と
の
生
か
ら
死
ま
で
、

そ
し
て
日
々
を
暮
ら
し

一
年
を

過
ご
す
、

そ
の
日
常
生
活
世
界
の
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
の
諸
関
係

の
な
か
で
、
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

近
代
初
頭
か
ら
、

そ
し
て
部
分
的
に
は
中
世
か
ら
す
で
に
こ
の
世
界
は
、

た
え
ず
外
部
か
ら

せ
ま
っ
て
く
る
包
摂
的
な
社
会
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
、

何
世
紀
に

も
わ
た
っ
て
抗
争
と
適
応
を
続
け
た
の
ち
、

高
度
資
本
主
義
社
会
の
到
来

に
お
い
て
決
定
的
な
変
容
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ

れ
は
い
ま
、
ア」う
し
た
生
活
世
界
の
場
か
ら
近
代
の
な
り
た
ち
と
、

そ
の

果
て
と
し
て
の
現
代
の
高
度
資
本
主
義
社
会

。
国
家
の
な
り
た
ち
と
を
お

さ
え
か
え
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
点
に
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。

問 問

本
文
の
趣
旨
を
三
百
年
以
内
で
要
約
せ
よ
。

本
文
の
視
点
を
ふ
ま
え
て
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
事
例
か
ら
、

「近
代
の
な
り
た
ち
」
を
四
百
字
以
内
で
論
ぜ
よ
。


