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書 

評
　

岡
部
隆
志
著

『
ア
ジ
ア「
歌
垣
」論　
附
・
中
国
雲
南
省
白
族
の
歌
掛
け
資
料
』

保 

坂　

達 

雄　

　
　
　
一

文
字
資
料
に
限
り
が
あ
る
古
代
文
学
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
参
照
軸
を
他
の
時
代
、
他
の
地
域
の
資

料
に
求
め
て
き
た
。
戦
後
に
限
っ
て
も
一
九
八
〇

年
代
に
は
沖
縄
の
祭
祀
と
神
謡
か
ら
文
学
の
発
生

を
摑
も
う
と
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る

と
中
国
西
南
部
の
少
数
民
族
に
ま
で
足
を
伸
ば

し
、
歌
垣
に
焦
点
を
当
て
て
研
究
を
進
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
工
藤
隆
氏
が
先
鞭
を
付
け
た
が
、
続

い
て
入
っ
た
の
が
本
書
の
著
者
岡
部
隆
志
氏
で
あ

る
。
一
九
九
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
の

二
十
年
間
に
及
ぶ
研
究
の
成
果
が
本
書
で
あ
る
。

全
六
章
全
十
六
編
の
論
考
に
資
料
編
と
し
て
七
編

を
収
録
、総
頁
数
五
一
〇
頁
に
及
ぶ
大
著
で
あ
り
、

著
者
に
よ
る
中
国
少
数
民
族
歌
垣
研
究
の
集
大
成

で
あ
る
。

日
本
側
か
ら
の
中
国
少
数
民
族
文
化
へ
の
関
心

は
著
者
ら
以
前
か
ら
も
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代

に
は
い
く
つ
か
の
調
査
団
が
組
織
さ
れ
た
。
稲

作
、
焼
畑
、
霊
魂
、
音
楽
、
建
築
な
ど
幅
広
い
分

野
の
調
査
を
行
っ
た
調
査
団
も
あ
っ
た
。
そ
の
な

か
で
鈴
木
正
崇
は
『
西
南
中
国
の
少
数
民
族
』

（
金
丸
良
子
と
共
著　

一
九
八
五
年
）、『
中
国
南

部
少
数
民
族
誌
』（
一
九
八
五
年
）
を
著
し
た
。

歌
垣
に
関
し
て
言
え
ば
星
野
紘
氏
が
何
度
も
各
地

を
訪
ね
た
（『
歌
垣
と
反
閇
の
民
族
誌
』
一
九
九

六
年
）。
ま
た
土
橋
寛
に
よ
り
貴
州
省
凱
里
県
に

あ
る
香
炉
山
か
ら
爬
坡
節
で
の
対
歌
の
現
場
が
報

告
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（「
中
国
・
貴
州
省
の

歌
垣
」
朝
日
新
聞
一
九
八
三
年
九
月
九
日
夕
刊
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
一
九
八
〇
年
代
の
調
査

は
改
革
開
放
後
と
は
い
え
、
見
学
に
も
制
限
が
あ

り
調
査
期
間
も
短
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
外
国
人

が
入
っ
て
も
か
な
り
自
由
に
調
査
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
調
査
地
に
入
り
歌
垣
を
見

学
す
る
だ
け
で
も
、
歌
垣
の
概
要
は
お
お
よ
そ
摑

め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
文
学
研
究

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
歌
掛
け
の
詞
章
そ
の
も
の

で
あ
る
。
詞
章
の
分
析
を
通
し
て
歌
掛
け
の
リ
ア

ル
な
現
場
に
迫
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
著
者

ら
は
「
歌
掛
け
の
言
葉
の
や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま

記
録
し
翻
訳
す
る
」、
歌
掛
け
の
詞
章
の
文
字
化

を
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
行
う
の
は
容

易
で
は
な
い
。
歌
掛
け
は
一
、二
時
間
に
留
ま
ら

ず
数
時
間
に
及
ぶ
。
時
に
は
一
昼
夜
に
及
ん
だ
も

の
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
長
時
間
に
わ

た
る
詞
章
を
、
中
国
側
の
研
究
者
の
協
力
も
得

て
、
現
地
の
少
数
民
族
語
か
ら
中
国
語
、
さ
ら
に

は
日
本
語
へ
と
重
訳
し
て
い
っ
た
の
が
、
岡
部
氏

ら
が
採
用
し
た
調
査
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
資
料
編
の
資
料
Ⅰ
・
Ⅱ
に
は
、
こ
う
し
て
得

ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
一
部
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
著
者
は
長
年
に
わ
た
る
調
査
活
動
を

通
し
て
、
歌
掛
け
の
何
を
問
題
に
し
何
を
解
い
て
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き
た
の
か
。
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
は
、
歌
掛

け
は
な
ぜ
長
時
間
持
続
す
る
の
か
と
い
う
掛
け
合

い
の
持
続
の
問
題
、
声
と
文
字
の
出
会
い
と
い
う

問
題
、
問
答
と
い
う
表
現
態
、
お
よ
そ
こ
の
三
点

に
集
約
で
き
る
と
思
う
。
以
下
に
一
つ
ひ
と
つ
取

り
上
げ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
前
に
本
書
の
目
次
を
最

初
に
紹
介
す
る
。

Ⅰ
章　

ア
ジ
ア
の
歌
掛
け
文
化

Ⅱ
章　

白ぺ
ー

族
の
歌
掛
け
文
化　

Ⅲ
章　

漢
調
の
歌
掛
け

Ⅳ
章　

白
族
の
歌
文
化
と
『
万
葉
集
』

Ⅴ
章　

問
答
論

Ⅵ
章　

エ
ピ
ロ
ー
グ

資
料
編　

中
国
雲
南
省
白
族
の
歌
掛
け
資
料

資
料
Ⅰ 

 

喬
后
観
音
会
で
の
二
時
間

四
十
七
分
に
渡
る
歌
掛
け
の

記
録　

資
料
Ⅱ 

白
族
恋
歌
対
唱
歌
の
歌
路
曲
例

資
料
Ⅲ
―

1 
 

漢
調
（
田
莨
調
）
歌
掛
け
の

記
録

資
料
Ⅲ
―

2 
 「

田
莨
調
」
聞
き
書
き
調
査
記

録
（
話
者
・
張
樹
先
）

資
料
Ⅲ
―

3 
 「

田
莨
調
」
及
び
「
天
子
庿

会
」（
松
林
で
の
市
）
に
つ
い

て
の
聞
き
書
き
（
話
者
・
李

志
英
）

資
料
Ⅲ
―

4 
 

再
び
「
田
莨
調
」
に
つ
い
て

張
樹
先
に
聞
く

資
料
Ⅲ
―

5 

歌
手
へ
の
聞
き
書
き

　
　
　
二

「
は
じ
め
に
」
で
ア
ジ
ア
に
は
歌
を
掛
け
合
う

文
化
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
Ⅰ
章
「
ア
ジ
ア
の
歌

掛
け
文
化
」
で
は
、
ア
ジ
ア
の
歌
掛
け
の
諸
相
が

紹
介
さ
れ
る
。
歌
掛
け
に
は
恋
愛
や
結
婚
を
目
的

に
し
た
歌
の
掛
け
合
い
も
あ
れ
ば
、
広
く
歌
を
掛

け
合
う
歌
掛
け
も
あ
る
。
本
書
で
は
恋
愛
や
結
婚

を
目
的
に
し
た
歌
の
掛
け
合
い
を
「
歌
垣
」、
そ

う
で
な
い
一
般
的
な
歌
の
掛
け
合
い
を
「
歌
掛

け
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
歌
垣
的
で
な
い
歌
掛
け
の
例

と
し
て
、
外
部
の
客
が
村
の
内
部
に
入
る
際
の
通

過
儀
礼
と
し
て
の
歌
掛
け
（
貴
州
省
侗
族
）、
歌

に
よ
っ
て
喧
嘩
す
る
、
悪
口
の
掛
け
合
い
（
モ
ソ

人
）、
裁
判
に
お
け
る
歌
掛
け
、
酒
宴
歌
と
し
て

の
歌
掛
け
、
葬
送
で
の
「
打
歌
」（
大
理
白
族
）、

台
湾
ヤ
ミ
族
の
ミ
ヴ
ァ
ラ
イ
な
ど
が
紹
介
さ
れ

る
。
ま
た
掛
け
合
い
の
方
法
と
し
て
は
一
対
一
も

あ
れ
ば
、
複
数
の
者
同
士
も
あ
る
と
い
う
。
も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
点
は
、
同
じ
民
族
で
も
地
域
に

よ
っ
て
旋
律
が
異
な
り
、
異
な
っ
た
旋
律
の
地
域

同
士
で
は
歌
掛
け
は
し
な
い
と
い
う
。
歌
掛
け
を

す
る
範
囲
と
通
婚
圏
・
市
場
の
経
済
圏
は
一
致
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
次
第
に
著
者
の
最
初
の
調
査
地
で

あ
っ
た
白
族
の
歌
掛
け
に
焦
点
が
絞
ら
れ
、
Ⅱ
章

で
は
雲
南
省
白ぺ
ー

族
の
歌
掛
け
文
化
が
論
じ
ら
れ

る
。
調
査
し
た
の
は
、
剣
川
県
石
宝
山
の
歌
会
、

洱
源
県
芘ツ
ー
ビ
ー碧

湖
海
灯
会
、
洱
源
県
喬
チ
ヤ
オ
ホ
ウ

后
観
音
会
の

三
か
所
の
歌
掛
け
で
あ
る
が
、
白
族
の
歌
掛
け
は

即
興
で
恋
愛
の
歌
詞
を
掛
け
合
う
歌
垣
的
歌
掛
け

で
あ
る
。
歌
は
七
七
七
五
・
七
七
七
五
と
い
う
定

型
の
音
数
律
に
乗
せ
て
歌
わ
れ
、
句
ご
と
に
脚
韻

を
踏
む
と
い
う
。
歌
垣
に
来
る
の
は
、
歌
う
こ
と

を
楽
し
む
た
め
に
来
る
人
、
結
婚
相
手
を
探
し
に

来
る
人
、
歌
の
上
で
の
恋
人
と
会
う
た
め
に
来
る

人
な
ど
と
多
様
で
あ
り
、
掛
け
合
い
の
長
さ
は
一

時
間
か
ら
二
時
間
。
長
い
の
に
な
る
と
六
時
間
、

一
晩
続
い
た
例
な
ど
も
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
歌
の
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掛
け
合
い
は
こ
れ
ほ
ど
長
く
続
く
の
か
。

こ
の
問
題
を
取
り
出
し
て
特
別
に
論
じ
た
の

が
、
Ⅱ
章
の
「
ツ
ー
ビ
ー
湖
畔
の
掛
け
合
い
に
お

け
る
歌
掛
け
の
持
続
の
論
理
」
と
い
う
節
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
歌
垣
に
お
け
る
歌
の
展
開
を
説
明

す
る
論
理
と
し
て
、
内
田
る
り
子
や
辰
巳
正
明
ら

に
よ
っ
て
「
歌
路
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明

さ
れ
て
き
た
。
歌
路
は
恋
愛
か
ら
結
婚
も
し
く
は

離
別
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
い
く
つ
か
の
段
階
に
分

け
、
そ
の
段
階
ご
と
に
決
ま
っ
た
歌
い
方
を
し
て

実
際
の
歌
掛
け
は
進
行
し
て
い
く
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
歌
の
掛
け
合
い

に
お
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
順
序
通
り
に
は
進
ま

ず
、「
歌
路
は
歌
垣
で
歌
わ
れ
る
歌
全
体
を
整
理

し
秩
序
づ
け
る
概
念
」
で
し
か
な
い
と
、
著
者
は

歌
詞
の
分
析
を
通
し
て
指
摘
す
る
。

歌
掛
け
を
す
る
男
女
は
相
思
相
愛
の
関
係
を
ま

ず
作
り
上
げ
る
。
相
手
の
名
前
や
住
所
を
聞
き
出

し
、
一
緒
に
来
な
い
か
と
誘
う
。
男
が
誘
う
と
女

は
巧
み
に
は
ぐ
ら
か
し
難
題
を
出
す
。
男
は
そ
れ

を
切
り
抜
け
な
が
ら
、
さ
ら
に
誘
う
と
い
う
よ
う

に
駆
け
引
き
が
続
く
。
歌
掛
け
は
す
ん
な
り
と
は

進
ん
で
い
か
な
い
。
歌
路
を
簡
単
に
進
行
さ
せ
な

い
こ
と
が
、
歌
掛
け
の
持
続
の
論
理
に
な
っ
て
い

る
。
歌
掛
け
は
対
立
と
協
調
を
演
じ
る
文
化
だ
と

も
言
え
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

続
く
「
繞
る
歌
垣
│
│
喬
后
の
歌
垣
│
│
」

の
節
で
は
、
白
族
の
一
人
が
歌
路
を
「
繞ラ
オ
ル
ー路

」
と

呼
ん
だ
こ
と
に
示
唆
を
受
け
て
、「
歌
の
掛
け
合

い
は
同
じ
よ
う
な
内
容
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が

ら
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
り
、
そ
う
や
っ
て
歌
っ
て
い
る

う
ち
に
互
い
に
相
手
の
心
を
理
解
し
、
徐
々
に
関

係
を
深
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う

だ
」
と
い
う
理
解
に
達
す
る
。
即
ち
、
ぐ
る
ぐ
る

回
る
と
こ
ろ
に
歌
の
掛
け
合
い
の
特
徴
が
あ
る
と

す
る
。
歌
掛
け
の
持
続
の
論
理
も
こ
う
し
た
特
徴

と
深
く
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。

そ
の
一
方
で
歌
掛
け
の
持
続
の
問
題
は
歌
を
掛

け
合
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
楽
し
ん
で
い
る
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
。
歌
垣
に
集
ま
る
人
々
が
多
様
で

あ
る
よ
う
に
、
歌
掛
け
は
結
婚
に
至
る
出
会
い
の

場
と
い
う
実
用
の
目
的
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な

い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
出
会
っ
て
す
ぐ
に
自
分

の
家
に
行
こ
う
（
結
婚
し
よ
う
）
な
ど
と
は
誘
わ

な
い
。
遊
び
だ
か
ら
言
え
る
言
葉
な
の
で
あ
っ

て
、
歌
の
遊
び
と
し
て
の
性
格
も
視
野
に
入
れ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
に

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
調
査
し
記
録

し
た
歌
掛
け
の
テ
キ
ス
ト
が
、
ど
の
よ
う
な
レ
ベ

ル
の
歌
掛
け
を
記
述
し
た
も
の
な
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
地
域
の
違
い
、
ま
た
時
代
の
変
化
の
な

か
で
、
テ
キ
ス
ト
は
変
化
し
変
遷
す
る
。
文
字
化

さ
れ
た
歌
掛
け
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
自
体
で
た
い

へ
ん
貴
重
な
も
の
だ
が
、
そ
の
解
釈
は
テ
キ
ス
ト

批
判
を
経
た
上
で
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
三

第
二
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
は
、
声
と
文
字

の
出
会
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
白
族
に
は
漢
字

を
用
い
て
白
語
を
表
記
す
る
「
白
文
」
と
呼
ば
れ

る
表
記
法
が
あ
る
。
日
本
で
い
え
ば
万
葉
仮
名
に

近
い
表
記
法
で
あ
る
。
こ
の
白
文
で
刻
ま
れ
た
明

代
初
期
の
「
山
花
碑
」
の
表
記
を
例
に
し
て
、
白

族
文
化
に
お
け
る
声
と
文
字
の
出
会
い
に
つ
い
て

論
じ
た
の
が
、
Ⅱ
章
所
収
の
「「
山
花
碑
」
に
お

け
る
音
（
声
）
と
文
字
」
と
い
う
節
で
あ
る
。

「
山
花
碑
」
の
表
記
法
に
は
借
字
、
訓
字
、
音
仮

名
、
派
生
文
字
の
四
つ
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
八
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割
が
漢
字
の
意
味
と
読
み
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
借

字
と
、
漢
字
の
字
形
と
字
義
を
利
用
し
訓
み
は
白

語
の
音
で
訓
む
訓
字
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
白
文

が
白
語
と
中
国
語
と
の
双
方
に
精
通
し
て
い
な
け

れ
ば
読
め
な
い
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

同
じ
よ
う
に
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
人
が
、

漢
字
を
利
用
し
な
が
ら
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
と
い

う
独
自
の
表
記
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
と

の
大
き
な
違
い
が
こ
こ
に
あ
る
。
白
文
の
表
記
は

「
山
花
碑
」
ば
か
り
で
な
く
、
語
り
芸
の
台
本
の

「
大
本
曲
」「
本
子
曲
」
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
ち
ら
の
表
記
で
は
、
借

字
や
訓
字
よ
り
も
音
仮
名
の
割
合
が
圧
倒
的
に
多

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
「
大
本

曲
」「
本
子
曲
」
の
白
文
表
記
が
民
間
の
芸
人
や

歌
い
手
の
朗
唱
用
で
あ
っ
て
、
音
（
声
）
へ
の
依

存
度
が
高
か
っ
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。

白
族
の
歌
文
化
に
は
「
田
莨
調
」
と
呼
ば
れ

る
、
漢
語
で
歌
わ
れ
る
漢
調
の
歌
も
あ
る
。
Ⅲ
章

「
漢
調
の
歌
掛
け
」
の
「
異
文
化
を
つ
な
ぐ
歌
掛

け
│
│
雲
南
省
鶴
慶
の
漢
調
「
田
莨
調
」
に
つ

い
て
│
│
」
で
は
、
こ
の
漢
調
を
取
り
上
げ
る
。

漢
調
の
歌
は
白
族
調
が
七
七
七
五
な
の
に
対
し

て
、
七
七
で
一
句
を
な
す
。
こ
れ
を
基
本
と
し
な

が
ら
実
際
に
歌
う
場
合
は
七
音
に
と
ら
わ
れ
ず
か

な
り
自
由
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
著
者
は

「
異
文
化
を
つ
な
ぐ
歌
の
あ
り
方
」
に
と
っ
て
重

要
な
の
は
、「
歌
の
様
式
の
基
本
形
は
あ
る
と
し

て
も
、
か
な
り
ゆ
る
や
か
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
」
だ
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。

Ⅳ
章
「
白
族
の
歌
文
化
と
『
万
葉
集
』」
の

「
対
唱
歌
の
力
学
」
の
節
は
、
対
立
を
作
り
な
が

ら
協
調
す
る
と
い
う
中
国
少
数
民
族
の
掛
け
合
い

の
力
学
の
視
点
か
ら
、
日
本
古
代
の
恋
歌
を
読
み

解
く
論
考
。
こ
う
し
た
適
度
な
距
離
を
生
み
出
す

や
り
と
り
の
歌
が
あ
る
一
方
で
、『
万
葉
集
』
の

相
聞
歌
の
多
く
は
不
在
の
対
象
を
歌
う
。
こ
の
点

を
問
題
に
し
て
、「
相
手
が
今
此
処
に
い
な
い
そ

の
欠
落
（
距
離
）
を
、
抒
情
的
な
表
出
に
よ
っ
て

埋
め
よ
う
と
す
る
」、
そ
う
し
た
力
学
が
様
式
と

し
て
獲
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
抒
情
詩
の
成
立
を

見
出
し
て
い
る
。

　
　
　
四

Ⅴ
章
で
論
じ
ら
れ
た
の
は
問
答
論
で
あ
る
。
日

本
古
代
の
文
献
資
料
で
は
神
話
的
叙
事
が
問
答
形

式
で
歌
わ
れ
る
例
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
雲
南
省

の
少
数
民
族
に
は
、
楚
雄
彝イ

族
の
「
梅メ
イ

葛ガ

」
の
よ

う
に
問
答
体
で
歌
わ
れ
る
創
世
神
話
が
あ
る
。

「
一
人
の
宗
教
者
に
よ
る
神
話
叙
事
の
朗
誦
は
、

神
話
的
時
間
に
属
し
て
い
て
、
聞
き
手
は
そ
の
神

話
起
源
の
世
界
に
引
き
い
れ
ら
れ
る
。
が
、
問
答

と
い
う
掛
け
合
い
で
演
じ
ら
れ
る
と
、
聞
き
手

は
、
い
わ
ば
即
興
の
掛
け
合
い
を
聞
く
よ
う
に
、

そ
の
現
在
的
な
時
間
を
共
有
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
問
答
と
い

う
表
現
態
を
時
間
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
る（「
問

答
論
│
│
彝
族
の
神
話
「
梅
葛
」
と
折
口
信
夫

の
問
答
論
│
│
」）。

こ
こ
か
ら
折
口
信
夫
の
文
学
発
生
論
の
核
心
的

な
テ
ー
マ
で
あ
る
問
答
論
の
検
証
に
入
る
。
折
口

は
神
と
精
霊
と
の
問
答
か
ら
問
答
形
式
の
発
生
を

説
い
た
。
神
は
精
霊
を
圧
伏
さ
せ
る
優
位
な
位
置

に
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
は
垂
直
的
で
あ
る
。
こ
の

折
口
の
問
答
論
に
対
し
て
、
中
国
少
数
民
族
の
掛

け
合
い
の
現
場
か
ら
は
支
配
・
服
従
の
関
係
は
見

出
せ
ず
、
男
女
の
掛
け
合
い
に
お
け
る
両
者
の
関

係
は
対
等
で
あ
り
、
水
平
的
で
あ
る
と
手
塚
恵
子
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は
批
判
し
た
。
著
者
は
折
口
は
「
問
答
の
原
理
的

な
関
係
性
を
抽
出
」
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
問
答

の
表
現
態
そ
の
も
の
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
関

心
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
「
折

口
の
中
で
は
、
水
平
性
は
す
で
に
織
り
込
み
済
み

な
の
だ
と
も
言
え
る
」
と
す
る
（「
水
平
と
し
て

の
問
答
論
」）。

そ
し
て
Ⅴ
章
最
後
の
論
考
が
「「
芸
能
と
問
答
」

論
」
で
あ
る
。
こ
の
節
は
折
口
信
夫
論
と
し
て
も

圧
巻
で
あ
る
。
白
文
で
記
さ
れ
た
剣
川
の
「
本
子

曲
」
を
取
り
上
げ
、
本
来
叙
事
的
な
物
語
で
あ
る

本
子
曲
が
、
な
ぜ
問
答
形
式
と
い
う
表
現
態
で
演

じ
ら
れ
る
か
を
問
題
に
す
る
。
こ
こ
か
ら
折
口
の

問
答
論
に
入
る
。
一
旦
は
神
と
精
霊
と
の
対
立
に

始
原
を
置
く
垂
直
的
な
掛
け
合
い
論
を
批
判
し
た

上
で
、「
詞
で
戦
争
す
る
」
と
す
る
折
口
の
掛
け

合
い
論
を
「
対
等
性
に
言
及
し
て
い
な
い
と
も
言

え
な
い
」
と
し
て
、「
結
局
、
折
口
の
理
論
で
は
、

こ
の
水
平
的
な
掛
け
合
い
は
、
神
へ
の
精
霊
の
服

従
と
い
う
、
垂
直
的
な
儀
礼
的
場
面
に
収
斂
さ
れ

て
し
ま
う
」
と
理
解
す
る
。

こ
こ
か
ら
折
口
は
「
掛
け
合
い
の
語
争
い
や
闘

争
性
を
掛
け
合
い
の
様
態
と
し
て
」
描
き
な
が

ら
、
な
ぜ
「
歌
垣
の
本
質
と
し
て
突
き
詰
め
な

か
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
を
発
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
答
え
を
折
口
の
「
招
か
れ
ざ
る
客
」
と
「
も

ど
き
」
の
芸
能
論
に
求
め
る
。
観
客
が
見
る
存
在

と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
祭
祀
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
芸
能
と
な
り
、
そ
の
問
答
は
水
平
的
と
な

る
。
ま
た
神
の
言
葉
を
翻
訳
す
る
も
ど
き
の
存
在

に
よ
っ
て
、
祭
祀
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
芸
能
と

な
り
「
見
せ
物
芸
」
と
な
る
。
剣
川
の
「
本
子

曲
」
や
彝イ

族
の
神
話
叙
事
詩
「
梅
葛
」
な
ど
が
問

答
形
式
で
歌
わ
れ
る
の
は
、「
即
芸
能
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
芸
能
の
条
件
は
十
分
に

持
っ
て
い
る
」
か
ら
だ
と
解
き
明
か
す
の
で
あ

る
。本

書
で
論
じ
ら
れ
た
論
点
を
お
よ
そ
三
点
に

絞
っ
て
述
べ
て
き
た
。
歌
掛
け
に
お
け
る
持
続
、

声
と
文
字
の
出
会
い
、
問
答
と
い
う
表
現
態
、
こ

れ
ら
の
主
題
を
中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
調
査
の

な
か
で
問
題
意
識
と
し
て
持
ち
な
が
ら
、
著
者
の

念
頭
に
は
い
つ
も
日
本
の
古
代
文
学
が
浮
か
ん
で

い
て
、
そ
の
視
線
は
『
万
葉
集
』
な
ど
に
向
け
ら

れ
て
い
る
。
記
紀
歌
謡
や
『
万
葉
集
』
の
歌
垣
関

連
歌
は
一
首
か
対
に
な
っ
た
二
首
で
あ
る
。「
問

答
」
と
分
類
さ
れ
た
歌
も
二
首
の
対
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
少
数
民
族
の
実
際
の
歌
掛
け
で
は
長
時

間
持
続
し
、
予
定
調
和
的
に
収
束
し
な
い
。

声
と
文
字
の
出
会
い
の
考
察
も
日
本
で
は
文
字

資
料
の
側
か
ら
し
か
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
著
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

資
料
や
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
古
代
文
学
研
究
に

再
考
を
迫
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
相
対
化
す
る

の
に
十
分
な
内
容
に
溢
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の

研
究
者
は
著
者
ら
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
中
国

少
数
民
族
研
究
の
貴
重
な
成
果
を
十
分
踏
ま
え
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
決
し
て
バ
ッ
ク
ラ
ッ

シ
ュ
な
ど
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
起
こ
し

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

二
〇
一
八
年
五
月　

三
弥
井
書
店
刊

本
体
九
〇
〇
〇
円
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