
は
じ
め
に

唐
突
で
す
が
︑
昨
今
﹁
政
策
﹂
と
い
う
言
葉
を
メ
デ
ィ
ア
で
み
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
り
わ
け
︑
総
選
挙
だ
︑
そ
し
て
さ
あ

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
⁝
⁝
と
い
っ
た
文
脈
の
な
か
で
︒
し
か
し
︑
二
言
目
に
は
﹁
政
策
﹂
を
持
ち
出
し
た
が
る
側
の
人
々
の
な
か
に
︑

時
と
し
て
党
利
党
略
や
さ
ら
に
は
語
弊
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
︑
選
挙
に
通
る
た
め
に
︑
本
音
と
し
て
の
私
利
私
欲
を
隠
し
て
﹁
国
民

の
た
め
﹂
と
声
高
に
叫
ぶ
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︒﹁
政
策
﹂
は
﹁
政
治
家
﹂
の
独
占
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
︑
そ
れ
を
私

利
私
欲
実
現
の
た
め
に
手
段
化
し
て
は
︑
決
し
て
国
も
国
民
も
幸
福
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒

政
治
屋
で
は
な
く
︑
本
物
の
政
治
家
を
選
ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
僕
た
ち
国
民
の
責
務
で
あ
り
︑
ま
た
私
利
私
欲
化
し
た
人
た
ち
を

議
会
に
送
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
も
ま
た
僕
た
ち
国
民
の
責
任
で
も
あ
る
わ
け
で
す
︒﹁
政
策
﹂
を
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
大
き
な
意
味
の
ひ
と
つ
は
︑
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒
そ
し
て
︑
い
か
な
る
﹁
政
策
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
本

質
が
﹁
公
共
政
策
﹂
で
あ
る
以
上
︑
僕
た
ち
の
よ
う
に
普
通
に
く
ら
す
普
通
の
人
々
︵
本
文
で
登
場
す
る
柳
田
國
男
(�
︶
が
い
う
﹁
常
民
﹂
に

当
た
る
人
々
︶
の
公
益
を
守
り
︑
そ
の
福
祉
水
準
︵
す
な
わ
ち
︑
文
化
と
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
豊
か
さ
と
幸
福
度
︶
を
向
上
さ
せ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
︒
た
だ
し
︑﹁
公
共
政
策
﹂
と
い
っ
て
も
そ
の
主
体
と
な
る
担
い
手
は
︑
国
家
や
自
治
体
︵
都
道
府
県

か
ら
基
礎
自
治
体
ま
で
︶
・
公
共
団
体
だ
け
の
専
有
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
り
わ
け
︑
こ
の
本
が
扱
お
う
と
す
る
文
化
や
芸
術
︑
ま

ち
つ
む
ぎ
(�
︶
と
観
光
な
ど
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
が
強
く
い
え
そ
う
で
す
︒

と
こ
ろ
で
僕
は
現
在
︑
京
都
御
苑
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
同
志
社
大
学
の
政
策
学
部
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
ま
す
︒
ま
さ
に
﹁
政

策
﹂
を
学
ぶ
た
め
の
学
部
で
す
︒
一
〇
年
ほ
ど
前
に
︑
こ
の
学
部
が
生
ま
れ
た
当
初
︑
と
り
わ
け
受
験
生
の
人
た
ち
の
間
で
は
︑
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﹁
政
策
﹂
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
捉
え
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
ま
た
僕
は
︑
し
ば
し
ば
ゼ
ミ
の
学
生
た
ち

と
地
方
の
都
市
や
農
村
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
ず
い
ぶ
ん
以
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
︑
山
陰
地
方
の
あ
る
農

村
で
一
緒
に
畑
仕
事
を
し
て
い
た
地
元
の
中
年
の
男
性
か
ら
︑﹁
セ
イ
サ
ク
学
部
っ
て
︑
何
を
つ
く
っ
て
る
の
？
﹂
と
尋
ね
ら
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
﹁
制
作
﹂
か
﹁
製
作
﹂
と
誤
解
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
︑
党
利
党
略
的
﹁
政
策
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
︑

僕
た
ち
現
代
に
生
き
る
﹁
常
民
﹂
に
は
あ
ま
り
に
強
す
ぎ
る
が
故
の
︑
ひ
と
つ
の
証
左
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︵
少
し
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
証
左
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︶
︒
た
だ
﹁
つ
く
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
︑﹁
政
策
﹂
を
学
ぶ
こ
と
の
大
き
な
意
義
と
し
て
︑
自
立

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
自
律
的
な
﹁
常
民
﹂
を
﹁
つ
く
る
﹂
︵
育
て
る
︶
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︒
柳
田
は

そ
の
学
問
を
通
し
て
︑
そ
の
必
要
性
を
生
涯
に
渡
っ
て
訴
え
続
け
ま
し
た
︒

僕
は
︑
大
学
で
は
主
と
し
て
﹁
文
化
政
策
﹂
と
﹁
観
光
政
策
﹂
を
担
当
し
て
い
ま
す
︒﹁
文
化
政
策
﹂
の
考
え
方
は
多
様
で
す
が
︑

﹁
観
光
政
策
﹂
の
捉
え
方
は
そ
れ
以
上
に
多
様
多
彩
で
す
︒
以
前
よ
く
﹁
一
〇
人
の
社
会
学
者
が
い
れ
ば
︑
一
〇
の
社
会
学
が
あ
る
﹂

と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒﹁
文
化
政
策
﹂
も
﹁
観
光
政
策
﹂
も
そ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
ま
た
定
理
定
則
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
し
︑﹁
経
済
学
原
論
﹂
の
よ
う
な
原
理
論
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
︑
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
政
策
は
︑
両
刃
の
剣
に
な

り
が
ち
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑
他
の
政
策
分
野
に
お
い
て
も
そ
れ
が
例
外
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
︒

他
の
政
策
に
お
い
て
も
例
外
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
︑
そ
こ
に
お
い
て
は
︑﹁
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
﹂
を
持
ち
豊
か
な
﹁
詩

心
﹂
と
﹁
誌
心
﹂
そ
し
て
﹁
史
心
(�
︶
﹂
を
忘
却
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒﹁
文
化
政
策
﹂
と
﹁
観
光
政
策
﹂
に
お
い
て
は
︑

特
に
三
つ
の
﹁
心
﹂
と
﹁
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
﹂
が
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

﹁
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
﹂
は
﹁
哲
学
﹂
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
が
︑
も
と
も
と
の
意
は
﹁
知
を
愛
す
る
﹂
︵
フ
ィ
ロ
ス
︵
愛
︶
と
ソ
フ
ィ

ア
︵
知
︶
が
合
成
さ
れ
た
言
葉
︶
と
い
う
行
為
で
あ
り
︑
文
学
部
哲
学
科
で
本
格
的
に
学
ば
な
く
と
も
︑
人
と
し
て
誰
も
が
行
え
︑
か

つ
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
営
為
で
す
(�
︶
︒
そ
し
て
〝
お
や
じ
ギ
ャ
グ
〟
を
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
︑﹁
知
︵
恵
︶
を
愛
し
︑
地
︵
域
︶
を
愛
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す
る
こ
と
﹂
が
︑
文
化
や
観
光
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
必
要
で
す
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社
会
の
な
か
で
︑
ロ
ー
カ
ル
な
も
の

が
有
す
る
固
有
価
値
を
も
併
せ
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
ロ
ー
カ
ル
な
固
有
価
値
の
尊
重
が
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
社
会
の
な

か
で
も
き
っ
と
活
き
て
く
る
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
し
︑
そ
の
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
な
か
で
日
本
を
訴
え
る
大
き
な
力
と

な
る
の
で
す
︒

さ
て
︑
前
書
き
が
あ
ま
り
饒
舌
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
か
え
っ
て
退
屈
で
す
ね
︒
そ
こ
で
︑
本
書
の
副
題
に
も
あ
る
﹁
カ
フ
ェ
で

く
つ
ろ
ぐ
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
記
し
︑
本
文
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

僕
は
カ
フ
ェ
と
は
︑
単
に
飲
食
を
す
る
だ
け
の
場
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
大
げ
さ
な
い
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
こ

は
ひ
と
つ
の
ト
ポ
ス
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
ト
ポ
ス
と
は
人
に
と
っ
て
の
心
理
的
空
間
で
あ
り
︑
心
象
風
景
を
彩
る
場
所
の

こ
と
で
す
︒
学
生
時
代
の
恩
師
の
ひ
と
り
で
あ
る
山
岸
政
行
先
生
︵
他
大
学
か
ら
非
常
勤
講
師
で
み
え
て
い
た
英
語
の
先
生
で
す
が
︑
そ
の

後
ず
っ
と
僕
に
と
っ
て
は
大
切
な
恩
師
で
し
た
︶
に
僕
は
よ
く
授
業
が
終
わ
る
と
︑〝
喫
茶
店
〟
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
︵
そ

の
頃
は
︑
今
の
よ
う
に
カ
フ
ェ
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
戦
前
か
ら
の
名
残
の
よ
う
な
言
葉
と
し
て
の
〝
カ
フ
ェ
ー
〟
は
少
し
意

味
合
い
が
違
っ
て
い
ま
し
た
︒
僕
た
ち
学
生
は
︑〝
サ
テ
ン
〟
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
す
︶
︒

山
岸
先
生
が
あ
る
と
き
︑
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
︒﹁
君
︑
本
屋
さ
ん
に
行
っ
て
本
を
買
っ
た
ら
︑
ま
っ
す
ぐ
に
家
に

帰
る
の
で
は
な
く
︑
ま
ず
お
気
に
入
り
の
喫
茶
店
に
立
ち
寄
り
︑
そ
こ
で
ペ
ー
ジ
を
開
く
よ
う
に
し
な
さ
い
﹂︒
は
た
ち
の
頃
の
僕

が
︑
ト
ポ
ス
と
い
う
言
葉
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
実
感
し
て
い
た
か
は
怪
し
い
の
で
す
が
︑
そ
の
と
き
に
僕
は
喫
茶
店
の
場
所
性
を
感

じ
ま
し
た
︒
以
来
三
十
数
年
経
っ
た
今
も
︑
そ
の
場
所
性
を
感
じ
︑
喫
茶
店
や
カ
フ
ェ
を
愛
用
し
て
い
ま
す
︒
す
な
わ
ち
︑
喫
茶

店
・
カ
フ
ェ
と
は
そ
れ
を
愛
す
る
人
に
と
っ
て
は
﹁
第
三
の
場
所
﹂
な
の
で
す
︒
し
か
し
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
と
併
せ
て
こ
の
﹁
第
三

の
場
所
﹂
は
﹁
社
会
的
な
場
︵
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
レ
イ
ス
︶
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
カ
フ
ェ
と
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
の
専
門
家
の
入
川
ひ
で
と
氏
も
︑
そ
の
点
を
強
調
し
て
い
ま
す
︵﹃
カ
フ
ェ
が
街
を
つ
く
る
﹄
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
パ
ブ
リ
ッ
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シ
ン
グ
︑
二
〇
一
二
年
︶
︒

ま
た
一
九
八
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
さ
れ
︑
邦
訳
が
待
望
さ
れ
て
い
た
レ
イ
・
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
の
著
作
が
﹃
サ
ー
ド
プ
レ
イ

ス
﹄
と
し
て
︑
二
〇
一
三
年
の
秋
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
︵
忠
平
美
幸
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︒
原
題
は
︑
T
h
e
G
reat
G
ood

P
lace
:
C
afés,
C
off
ee
S
h
ops,
B
ookstores,
B
ars,
H
air
S
alon
s
an
d
O
th
er
H
an
gou
ts
at
th
e
H
eart
of
a
C
om
m
u
n
ity
︶
︒
こ
の
著
は

﹁
第
三
の
場
所
﹂
が
︑
ひ
と
り
の
人
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︑
そ
し
て
地
域
社
会
に
お
い
て
︑
い
か
に
大
切
で
不
可
欠
︑
重
要
な
も
の

か
を
改
め
て
考
え
る
た
め
の
必
読
書
で
す
︒

仮
に
﹁
第
一
の
場
所
﹂
を
家
庭
と
し
た
と
き
に
︑
そ
こ
は
あ
る
意
味
で
狭
義
の
﹁
く
ら
し
の
場
﹂
で
す
︒
ま
た
﹁
第
二
の
場
所
﹂

は
﹁
仕
事
の
場
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
そ
し
て
︑
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
レ
イ
ス
と
し
て
の
﹁
第
三
の
場
所
﹂
は
︑﹁
第
一
︑

二
の
場
所
﹂
で
く
ら
し
︑
生
き
る
僕
た
ち
に
と
っ
て
︑
片
時
の
非
日
常
が
感
じ
ら
れ
る
再
生
産
の
場
や
︑
時
と
し
て
人
間
関
係
の
緩

衝
剤
と
な
る
場
で
も
あ
る
の
で
す
︒
ま
た
︑﹁
第
一
・
二
の
場
﹂
で
は
出
会
え
な
い
よ
う
な
人
た
ち
と
邂
逅
し
︑
あ
る
い
は
情
報
交

換
も
で
き
る
場
で
も
あ
る
の
で
す
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
れ
ら
﹁
第
一
︑
二
︑
三
の
場
所
﹂
は
す
べ
て
が
︑
僕
た
ち
に
と
っ
て
の

広
義
の
﹁
く
ら
し
の
場
﹂
で
す
︒
今
に
な
っ
て
思
え
ば
︑
山
岸
先
生
は
そ
ん
な
こ
と
も
若
か
っ
た
僕
に
︑
お
っ
し
ゃ
り
た
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

さ
て
︑
そ
ろ
そ
ろ
︑
前
書
き
を
閉
じ
本
論
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
本
の
趣
旨
や
︑
ど
の
よ
う
な
方
々
に

読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
か
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
修
辞
的
に
い
え
ば
︑
ま
さ
に
カ
フ
ェ
の
よ
う
な
第
三
の

本
を
書
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
執
筆
の
動
機
と
な
っ
て
い
ま
す
︒﹁
小
説
﹂
で
も
な
け
れ
ば
﹁
専
門
書
﹂
で
も
な
い
本
︒
そ
し
て

中
学
・
高
校
生
か
ら
大
学
生
︑
そ
し
て
そ
の
お
祖
父
さ
ん
︑
お
祖
母
さ
ん
ま
で
が
︑
眉
間
に
皺
を
寄
せ
ず
に
︑
カ
フ
ェ
や
縁
側
で
で

も
気
楽
に
読
ん
で
い
た
だ
き
な
が
ら
︑
何
か
ひ
と
つ
で
も
感
じ
取
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
願
い
ま
し
た
︒
換
言
す
れ
ば
︑
若
い
世
代
の

人
た
ち
に
は
︑
何
か
ひ
と
つ
で
い
い
か
ら
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
︑
ま
た
熟
年
・
団
塊
の
世
代
の
人
た
ち
に
は
忘
れ
て
い
た
何
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か
を
︑
改
め
て
ひ
と
つ
で
も
い
い
の
で
︑
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
念
じ
ま
し
た
((
︶
︒

先
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
︑
僕
も
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
久
し
く
な
り
ま
し
た
が
︑
学
生
た
ち
に
と
っ
て
九
〇
分
間
の
講
義
の

な
か
で
︑
卒
業
後
に
最
も
印
象
に
残
る
こ
と
の
多
く
は
︑
本
論
と
本
論
の
間
を
つ
な
ぐ
余
談
︵
ま
さ
に
﹁
第
三
の
話
﹂
︑
し
か
し
本
論
と

本
論
を
﹁
つ
な
ぐ
﹂
こ
と
は
必
須
で
す
が
︶
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒
僕
自
身
も
小
学
生
の
頃
か
ら
大
学
院
修
了
ま
で
の
少
し
だ
け
長

め
の
学
生
生
活
を
通
し
て
︑
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

昭
和
四
〇
年
代
前
半
に
若
者
た
ち
が
熱
狂
し
た
あ
る
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
()
︶

︵
京
都
出
身
の
バ
ン
ド
︑
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
︑
二
〇
一
三
年

一
二
月
三
日
の
日
本
武
道
館
公
演
を
皮
切
り
に
な
ん
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ン
バ
ー
で
再
結
成
さ
れ
ま
し
た
︶
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
︑
瞳
み
の
る
さ

ん
と
い
う
人
が
い
ま
す
︒
彼
は
︑
芸
能
界
引
退
後
に
慶
應
義
塾
大
学
に
入
学
し
卒
業
後
は
慶
應
高
校
の
国
語
科
の
名
物
教
師
に
な
り

ま
し
た
︒
退
職
後
彼
は
近
著
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
︒

︵
授
業
は
︶
ど
ん
な
方
法
を
と
っ
て
も
︑
心
の
中
に
何
か
が
残
れ
ば
い
い
ん
で
す
︒
授
業
な
ん
て
も
の
は
︑
何
も
残
ら
な
く
て
︑

た
ぶ
ん
面
白
い
話
だ
け
が
残
り
ま
す
︒
で
も
︑
そ
れ
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
︒
そ
れ
が
残
っ
て
い
な
い
教

師
は
つ
ら
い
で
し
ょ
う
ね
(*
︶
︒

さ
て
︑
僕
の
こ
の
本
の
な
か
で
ど
れ
だ
け
﹁
第
三
の
話
﹂
を
読
者
の
み
な
さ
ん
に
残
す
こ
と
が
で
き
︑
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
の
生

活
の
場
の
本
論
と
な
る
﹁
第
一
・
二
の
話
﹂
に
活
か
し
て
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
の
で
す
が
︑
可
能
な
限
り

頑
張
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒

な
お
本
文
の
な
か
で
は
︑
各
部
の
末
尾
に
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
ー
ク
と
し
て
の
︻
コ
ラ
ム
︼
を
設
け
︑
さ
ら
に
そ
の
末
尾
に
は
読
者
の

み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
テ
ー
マ
を
設
定
し
︑
問
題
意
識
を
共
有
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
な
お
︑
副
題
に
あ
る

v はじめに



﹁
ま
ち
つ
む
ぎ
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
︑
耳
慣
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
も
本
文
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
つ
も

り
で
す
︒
さ
あ
そ
れ
で
は
︑
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
︑
カ
フ
ェ
談
義
を
始
め
ま
し
ょ
う
︒

二
〇
一
四
年
如
月
︑
五
八
歳
の
誕
生
日
の
日
に

淡
海
の
畔
に
近
い
寓
居
に
て
︑
学
ぶ
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
す
べ
て
の
人
た
ち
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
代
え
て

井

口

貢

註
︵
�
︶
柳
田
國
男
︵
一
八
七
五
～
一
九
六
二
︶︑
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
⁝
⁝
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
︑
わ
が
国
近
代
に
お
い

て
﹁
史
心
﹂
を
重
視
し
な
が
ら
︑
豊
か
な
﹁
詩
心
﹂
と
と
も
に
︑﹁
政
策
科
学
﹂
の
確
立
を
求
め
ま
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
彼
が
創
始
し
試

み
よ
う
と
し
た
民
俗
学
は
︑
も
ち
ろ
ん
一
部
で
今
で
も
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
︑
好
事
家
の
懐
古
趣
味
的
な
そ
れ
で
は
決
し

て
な
く
︑﹁
公
共
民
俗
学
﹂
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
本
書
Ⅰ
部
の
扉
に
引
用
し
ま
し
た
折
口
信
夫
の
一
文
は
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
語
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
︒

︵
�
︶﹁
ま
ち
つ
む
ぎ
﹂
と
は
︑
二
〇
〇
九
︵
平
成
二
一
︶
年
の
春
に
ゼ
ミ
生
た
ち
と
長
野
県
飯
田
市
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
展
開
し
︑
地
元

の
方
々
と
交
流
す
る
な
か
で
学
生
た
ち
の
発
案
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
造
語
で
す
︒
井
口
編
著
﹃
地
域
の
自
律
的
蘇
生
と
文
化

政
策
の
役
割
﹄︵
学
文
社
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
︒

︵
�
︶
柳
田
は
︑
歴
史
教
育
に
お
い
て
こ
ど
も
た
ち
に
﹁
史
心
﹂
を
育
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
︒

︵
�
︶
松
田
哲
夫
編
﹃
中
学
生
ま
で
に
読
ん
で
お
き
た
い
哲
学
①
～
⑧
﹄︵
あ
す
な
ろ
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︶
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
本
が
あ
り
ま
す
︒

参
考
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
︒

vi



︵
(
︶
二
〇
一
三
︵
平
成
二
五
︶
年
は
︑
作
家
司
馬
遼
太
郎
の
生
誕
九
〇
年
に
当
た
る
年
で
し
た
︵
一
九
九
六
年
没
︶
︒
文
藝
春
秋
は
そ
れ
を
期

し
て
︑
文
春
文
庫
の
Ｐ
Ｒ
冊
子
を
作
成
し
ま
し
た
︵
池
波
正
太
郎
も
同
年
生
ま
れ
で
︑
二
人
合
わ
せ
て
の
Ｐ
Ｒ
で
し
た
︒
池
波
は
一
九
九

〇
年
没
︶︒
そ
の
な
か
で
︑
作
家
の
浅
田
次
郎
が
次
の
よ
う
な
一
文
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
︒﹁
︵
司
馬
は
︶
読
書
を
始
め
た
ば
か
り
の
中
学
生

に
も
︑
四
十
を
過
ぎ
た
職
業
作
家
に
も
同
じ
感
銘
を
与
え
る
﹂︒
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
の
作
品
に
限
ら
ず
︑
仮
に
専
門
書
で
も

本
来
は
そ
れ
が
﹁
学
問
救
世
﹂
と
﹁
経
世
済
民
﹂
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
う
し
た
姿
勢
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
︒
僕
は
大
作
家
で
も
な
け
れ
ば
大
学
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
す
べ
て
の
世
代
に
同
じ
感
銘
を
与
え
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
す

が
︑
今
回
の
こ
の
本
は
す
べ
て
の
世
代
に
お
読
み
い
た
だ
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
に
応
じ
た
読
後
感
を
お
持
ち
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
︒

︵
)
︶
た
だ
し
︑
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
ア
イ
ド
ル
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
︑
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
よ
う
で
す
︒
そ
の
真

骨
頂
と
も
い
え
る
彼
ら
の
後
期
の
コ
ン
セ
プ
ト
・
ア
ル
バ
ム
が
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹄
︵
一
九
六
八
年
︶
で
す
︒
中
学
生
だ
っ

た
僕
は
︑
こ
の
楽
曲
に
と
て
も
惹
か
れ
ま
し
た
︒
と
り
わ
け
︑﹁
忘
れ
か
け
た
子
守
唄
﹂︵
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
ソ
ン
グ
︶

と
﹁
廃
墟
の
鳩
﹂︵
ヒ
ロ
シ
マ
︑
ナ
ガ
サ
キ
へ
の
鎮
魂
歌
︶
が
秀
逸
だ
と
思
い
ま
す
︒
本
文
中
で
も
少
し
触
れ
ま
す
が
︑
僕
は
政
策
学
部
の

同
僚
の
多
田
実
さ
ん
と
飯
田
在
住
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
兼
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
桑
原
利
彦
さ
ん
と
組
ん
で
﹁
K
IT
-on
﹂
と
い
う
ネ

オ
フ
ォ
ー
ク
ロ
ッ
ク
地
域
活
性
化
バ
ン
ド
を
や
っ
て
い
ま
す
が
︑
そ
の
ラ
イ
ブ
で
は
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
へ
の
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
の
意
を
込
め

て
︑
必
ず
こ
の
二
曲
は
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
ま
す
︒

︵
*
︶
瞳
み
の
る
﹃
老
虎
再
来
﹄
祥
伝
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
二
頁
︒

＊

本
文
中
も
含
め
︑
文
中
で
の
敬
称
は
あ
え
て
必
ず
し
も
統
一
し
て
は
い
な
い
こ
と
と
︑
故
人
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
省
略
し
て
あ
る
こ

と
を
ご
了
解
く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
本
文
中
に
掲
載
し
た
写
真
は
︑
﹇
01
﹈
と
﹇
10
﹈
を
除
き
す
べ
て
筆
者
撮
影
で
す
︒
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