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は
じ
め
に

　

文
学
の
ひ
と
つ
の
分
野
に
「
説
話
文
学
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
説
話
文

学
と
は
説
話
や
説
話
を
集
め
た
説
話
集
を
ひ
と
つ
の
学
問
領
域
と
し
て
と
ら

え
た
概
念
で
あ
る
。
説
話
と
い
う
字
面
だ
け
を
見
る
と
、
な
ん
だ
か
硬
そ
う

で
あ
る
が
、
説
話
は
実
に
柔
ら
か
い
。
説
話
と
は
「
話
す
こ
と
」
や
「
も
の

が
た
る
こ
と
」
で
あ
り
、
要
は
そ
の
時
に
語
ら
れ
て
い
た
話
を
集
め
た
も
の

が
説
話
集
な
の
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
昔
話
や
神
話
、

伝
説
は
説
話
の
一
種
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
世
に
語
ら
れ
て
い
た
腰
折
れ
雀

（
舌
切
り
雀
）、
瘤
取
り
爺
さ
ん
、
わ
ら
し
べ
長
者
と
い
っ
た
昔
話
は
鎌
倉
時

代
の
説
話
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
「
文
献
（
文
字
）」
の
形
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
書
き
残
し
た
か
ど
う
か
を
別
に
す
れ
ば
、
話
を
語
る
と

い
う
行
為
は
世
界
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
話
を
語
る
と
い
う
行
為

は
世
界
的
な
視
野
で
見
て
も
極
め
て
始
原
的
な
営
み
で
あ
り
、
説
話
は
国
境

を
越
え
て
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
説
話
集
の
魅
力
を
さ
ら
に
挙
げ
る
な
ら
、
説
話
は
ひ
と
つ
の
話
と

し
て
独
立
し
た
状
態
、
そ
の
説
話
が
複
数
で
並
ん
だ
状
態
、
そ
の
説
話
が
集

ま
っ
て
説
話
「
集
」
と
し
て
集
合
し
た
状
態
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
説
話
は
単
に
ひ
と
つ
の
話
が
楽
し
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
並

び
順
（
学
術
的
に
は
「
配
列
」
と
呼
ぶ
）
や
最
初
と
最
後
に
配
置
さ
れ
た
話

等
に
説
話
単
体
と
は
ま
た
別
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
は
例
え
ば
、
現
代
の
音
楽
Ｃ
Ｄ
の
ア
ル
バ
ム
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば

良
い
。
Ｃ
Ｄ
の
ア
ル
バ
ム
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
曲
の
作
成
を
繰
り
返
し
て
、

集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
曲
は
一
曲
で
も
成
立
す
る
が
、
そ
の
曲
を
並

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曲
の
並
び
順
か
ら
も
Ｃ
Ｄ
の
ア
ル
バ
ム
と
し
て
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
Ｃ
Ｄ

と
い
う
媒
体
を
用
い
て
音
楽
の
編
集
と
い
う
行
為
を
行
っ
た
結
果
で
あ
り
、
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編
集
と
い
う
行
為
は
新
聞
や
雑
誌
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
実
際
に
説

話
集
の
制
作
者
は
、
作
者
や
著
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
編
者
と
呼

ば
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
説
話
集
の
制
作
者
は
説
話
の
編
集
と
い
う
行
為

を
行
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
一
種
の
編
集
者
（
エ
デ
ィ
タ
ー
）
な
の

で
あ
る
。
こ
の
「
編
集
者
」
の
仕
掛
け
た
二
重
三
重
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み

解
く
こ
と
も
説
話
研
究
の
醍
醐
味
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

論
者
は
中
世
日
本
の
説
話
集
に
お
け
る
伝
本
を
中
心
と
し
て
普
段
か
ら
研

究
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
論
文
と
い
う
形
式
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
ず
、
中
世

日
本
の
説
話
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
説
話
に
つ

い
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
　
説
話
と
は

　

先
に
説
話
集
と
は
そ
の
時
に
語
ら
れ
て
い
た
話
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
と

述
べ
た
が
、
語
ら
れ
て
い
た
話
は
全
て
説
話
の
題
材
と
し
て
候
補
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
文
学
と
な
る
た
め
の
何
ら
か
の
「
縛

り
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
こ
が
ま
た
説
話
の
面
白
い

と
こ
ろ
で
、
説
話
文
学
に
は
縛
り
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

こ
の
自
由
度
の
高
さ
こ
そ
が
説
話
文
学
の
武
器
で
あ
り
、
驚
く
ほ
ど
好
き
勝

手
に
編
者
が
説
話
を
集
め
、
選
び
、
並
べ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
時
に
は
「
な
ぜ
編
者
は
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
説
話
を
配
置
し

て
い
る
の
か
」「
ど
う
し
て
編
者
は
こ
ん
な
く
だ
ら
な
い
（
よ
う
に
見
え
る
）

説
話
を
選
ん
だ
の
か
」
と
い
っ
た
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
点
で
も
う
そ
の
説
話
集
や
そ
れ
を
仕
掛
け
た
編
者
の
魅
力
に
引
き
込

ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
は
そ
の
説
話
集
の
個
性
で
あ
り
、
無
数
に

存
在
す
る
話
の
中
か
ら
編
者
が
選
択
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
既
に
高
次
の

文
学
的
営
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
語
ら
れ
て
い
た
話
を
自
分
が
蒐
集

し
、
そ
れ
ら
を
並
べ
て
文
字
化
す
る
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
り

や
す
い
。
集
め
た
話
の
中
で
、
自
分
が
本
当
に
無
意
味
で
あ
る
、
ま
た
は
く

だ
ら
な
い
と
判
断
し
た
話
を
果
た
し
て
採
用
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
違

う
話
を
用
い
る
は
ず
で
あ
り
、
も
し
万
人
が
く
だ
ら
な
い
と
感
じ
る
よ
う
な

話
を
載
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
く
だ
ら
な
い
話
を
集
め
、
載
せ
る
」
と
い
う

立
派
な
意
図
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
説
話
文
学
は
そ
の

自
由
度
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
極
め
て
多
様
な
次
元
の
話
が
載
っ
て
い
て
、
他

の
文
学
分
野
で
は
絶
対
に
文
学
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
「
く
だ
ら
な
い

（
よ
う
に
見
え
る
）
話
」
ま
で
も
が
読
め
る
の
で
あ
る
（
当
時
の
人
々
が
本

当
に
く
だ
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
）。
考
え
て

み
れ
ば
、
説
話
集
が
な
け
れ
ば
残
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
く

だ
ら
な
い
話
が
読
め
る
こ
と
は
何
と
貴
重
で
贅
沢
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
説

話
文
学
の
価
値
は
こ
こ
に
も
見
出
せ
る
。
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そ
う
い
っ
た
説
話
集
は
中
世
に
多
く
編
纂
さ
れ
た
。
特
に
鎌
倉
時
代
（
一

一
八
五
年
〜
一
三
三
三
年
頃
）
は
説
話
集
の
黄
金
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

中
世
の
説
話
集
は
仏
道
に
導
く
こ
と
を
志
向
す
る
仏
教
説
話
集
と
、
仏
道
に

導
く
こ
と
を
志
向
し
な
い
世
俗
説
話
集
と
に
大
別
さ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
の
説

話
集
を
挙
げ
る
と
、
仏
教
説
話
集
で
は
『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』、『
閑
居
友
』、

『
撰
集
抄
』、『
私
聚
百
因
縁
集
』、『
沙
石
集
』、『
聖
財
集
』、『
雑
談
集
』
等
、

世
俗
説
話
集
で
は
『
蒙
求
和
歌
』、『
古
事
談
』、『
続
古
事
談
』、『
宇
治
拾
遺

物
語
』、『
宇
治
大
納
言
物
語
』（
散
逸
）、『
世
継
物
語
』、『
今
物
語
』、『
十

訓
抄
』、『
古
今
著
聞
集
』、『
唐
鏡
』
等
が
認
め
ら
れ
、
各
々
の
作
品
が
個
性

の
か
た
ま
り
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
説
話
文
学
や
説
話
は
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

長
野
甞
一
氏
は
説
話
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

１

）。

　

説
話
文
学
の
定
義
に
つ
い
て
は
古
来
い
く
た
の
説
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

そ
れ
は
「
事
実
」
ま
た
は
「
事
実
」
と
信
じ
ら
れ
て
語
ら
れ
て
き
た

こ
と
を
、
文
学
化
し
た
も
の
を
さ
す
。
だ
か
ら
、「
虚
構
」
を
生
命
と

す
る
「
作
り
物
語
」
と
は
、
素
材
の
点
で
区
別
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
が
文
章
に
定
着
す
る
以
前
に
は
、「
話
」
と
し
て
人
人

の
口
か
ら
口
へ
と
伝
承
さ
れ
た
過
去
が
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
事
実
を
素

材
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
日
記
文
学
」
や
「
歴
史

物
語
」
と
は
、
口
承
性
の
有
無
の
点
で
区
別
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
「
話
」
は
普
通
、
一
気
に
話
し
終
え
る
種
類
の
も
の

を
さ
し
、
長
時
間
、
幾
日
に
も
わ
た
っ
て
語
り
継
が
れ
る
も
の
は
ふ
く

ま
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
説
話
文
学
は
短
編
的
で
あ
り
、
長
編
的
な
構

成
は
採
ら
な
い
の
を
原
則
と
す
る
。
け
だ
し
、「
話
」
の
持
続
に
は
お

の
ず
か
ら
生
理
的
な
限
界
が
あ
り
、
長
時
間
に
わ
た
る
そ
れ
が
困
難
な

こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
そ
れ
に
「
事
実
」
に
対
す
る
即
座
の
認
識
に
は

お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
っ
て
、
多
く
の
「
事
実
」
を
同
時
に
認
識
し
、

そ
れ
ら
を
組
み
立
て
て
広
範
に
わ
た
る
透
視
を
得
る
に
は
、「
時
」
と

「
思
考
」
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
平
家
物
語
』
の

よ
う
な
作
品
は
「
説
話
文
学
」
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
。
事
実
も
し
く

は
事
実
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
取
材
し
、
過
去
に
語
ら
れ
た
実
績

が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
個
々
の
事
実
を
組
織
し
て
長
編
構
成
の
意
図
を

有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
中
の
或
る
部
分
、
個
々
の
事
実

に
基
づ
く
小
単
位
の
「
話
」
は
、
そ
れ
だ
け
取
り
出
し
て
「
説
話
文
学
」

と
称
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
鏡
』
や
『
栄
華
物
語
』

の
ご
と
き
「
歴
史
物
語
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本

辞
典
で
も
、
そ
れ
ら
の
「
部
分
」
は
説
話
文
学
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
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に
し
た
。（
傍
線
部
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
、
以
下
、
同
様
）

　

長
野
氏
の
説
話
文
学
へ
の
見
解
を
参
考
に
す
れ
ば
、
第
一
に
説
話
文
学
は

口
承
性
を
有
し
、
短
編
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
説
話
は
基
本
的
に

語
ら
れ
た
短
い
話
を
文
字
化
し
た
も
の
と
い
う
定
義
で
、
こ
れ
は
本
論
に
お

い
て
も
先
に
述
べ
た
。
第
二
に
説
話
文
学
は
「『
事
実
』
ま
た
は
『
事
実
』

と
信
じ
ら
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
、
文
学
化
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
や
聴
き
手
は
最
初
か
ら
「
虚
構
（
作
り
話
）」
と
し

て
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
時
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
話
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た
話
な
の
だ
ろ
う
と
い
っ
た
見
方
を
し
て
く
れ
る
の
が

説
話
文
学
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
説
話
の
ミ
ソ
で
あ
る
。
ホ
ン
ト
の
よ
う
な

ウ
ソ
の
話
も
た
ち
ま
ち
ウ
ソ
の
よ
う
な
ホ
ン
ト
の
話
に
変
換
す
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
変
換
こ
そ
が
説
話
集
編
者
の
力
量
が
問
わ
れ
る
部
分
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
説
話
集
は
、
事
実
か
ど
う
か
を
よ
り
曖
昧
に
す
れ
ば
当
時
の

週
刊
誌
の
よ
う
な
役
割
、
逆
に
事
実
度
を
上
げ
て
い
け
ば
当
時
の
新
聞
の
よ

う
な
役
割
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
事
実
度
の
調
節
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
説

話
の
大
き
な
特
性
な
の
で
あ
る
。
第
三
に
た
と
え
長
編
文
学
で
も
一
部
を
切

り
取
る
こ
と
で
短
編
の
説
話
文
学
に
創
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
長
編
の
軍
記
物
語
『
平
家
物
語
』
で
あ
ろ
う
が
長
編
の
歴
史
物

語
『
大
鏡
』
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
編
者
が
気
に
な
っ
た
話
は
全
て
実
話

（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
と
し
て
、
気
に
な
っ
た
そ
の
話
の
み
を
取
り
出
し
て
「
説

話
化
」
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
説
話
文
学
は
長
編

物
語
の
「
お
い
し
い
と
こ
ろ
」
だ
け
を
抽
出
し
、
凝
縮
し
て
並
べ
る
こ
と
も

可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
説
話
文
学
の
強
み
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
高
木
史
人
氏
は
説
話
や
説
話
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る（

２

）。
　
「
説
話
」
な
ら
び
に
「
説
話
文
学
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
近
代
に
入
っ

て
か
ら
、
民
俗
学
や
文
学
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の

魅
力
を
喧
伝
さ
れ
、
ま
た
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

　

説
話
や
説
話
文
学
は
、
現
在
の
形
で
用
い
ら
れ
る
以
前
、
口
承
で
は

ム
カ
シ
、
イ
イ
ツ
タ
エ
、
ウ
ワ
サ
、
セ
ケ
ン
バ
ナ
シ
、
ゾ
ウ
タ
ン
、
モ

ノ
ガ
タ
リ
な
ど
の
口
に
し
耳
に
す
る
し
か
た
で
呼
称
さ
れ
た
り
、
書
承

で
は
『
日
本
霊
異
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
打
聞
集
』

『
古
今
著
聞
集
』『
撰
集
抄
』『
雑
談
集
』『
三
国
伝
記
』
な
ど
の
名
称
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
記
、
撰
（
選
）、
集
、
拾
遺
、
伝
な
ど
の
書
物
を

ま
と
め
る
呼
称
で
呼
ば
れ
た
り
、
あ
る
い
は
昔
、
今
、
三
国
、
日
本
な

ど
の
時
空
を
あ
ら
わ
す
意
味
で
呼
ば
れ
た
り
、
宇
治
（
大
納
言
源
隆
国
）

な
ど
の
説
話
や
説
話
集
に
か
か
わ
る
人
名
で
呼
ば
れ
た
り
、
霊
異
な
ど
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の
話
題
を
示
唆
す
る
か
た
ち
で
呼
ば
れ
た
り
、
物
語
、
打
聞
、
著
聞
、

雑
談
な
ど
の
口
に
し
耳
に
す
る
し
か
た
で
よ
ば
れ
た
り
し
て
き
た
。
い

わ
ば
「
口
承
文
芸
」「
言
語
芸
術
」「
謂
れ
因
縁
故
事
来
歴
」「
街
談
巷
説
」

な
ど
を
幅
広
く
含
む
人
々
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
か
か
わ
る
言
語
活
動
の
大

部
を
カ
バ
ー
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
総
称
が
、
説
話
や
説

話
文
学
と
い
う
語
で
呼
び
習
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
領
域

が
切
り
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
、
口
承
（
こ
こ
で
は
口
に
し

耳
に
す
る
の
意
味
に
と
ら
え
て
お
く
）
の
説
話
は
「
説
話
」
と
、
書
承

（
こ
こ
で
は
書
記
し
読
書
す
る
の
意
味
に
と
ら
え
て
お
く
）
の
説
話
は

「
説
話
文
学
」
と
区
分
さ
れ
て
き
た
。

　

高
木
氏
は
こ
の
引
用
部
分
の
直
後
に
「
口
頭
」
の
説
話
を
「
説
話
」、「
文

字
」
の
説
話
を
「
説
話
文
学
」
と
し
て
使
い
分
け
る
こ
と
の
危
険
性
や
無
意

味
さ
を
説
い
た
小
峯
和
明
氏
の
論
を
引
用
し
な
が
ら
「
小
峯
の
言
に
し
た
が

う
な
ら
ば
、
口
承
の
説
話
と
書
承
の
説
話
と
を
む
や
み
に
分
け
隔
て
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
こ
で
も
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
説
話
」
と
称

す
る
こ
と
を
基
本
に
し
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
論
者
も
口
承
と
書
承
と
は

不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
、
説
話
や
説
話
文
学
の
細
か
な
定
義
づ
け
や

使
い
分
け
は
行
わ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
本
論
で
は
、
個
の
話
を
指
す
場
合

は
「
説
話
」、
そ
の
集
合
体
で
あ
る
作
品
を
指
す
場
合
は
「
説
話
集
」、
そ
れ

ら
の
総
称
の
場
合
は
「
説
話
文
学
」
と
し
た
。

　

高
木
氏
の
見
解
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
「
説
話
」
や
「
説
話

文
学
」
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
認
識
さ
れ
、
ま
た
研
究
対
象
に
も
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
近
代
に
入
っ
て
急
に
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
等
の
説
話
集
が
発
見
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で

も
確
か
に
存
在
し
て
い
た
説
話
や
説
話
集
と
い
う
も
の
に
光
が
当
て
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、「
文
学
」
の
一
分
野
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
昔
話
や
伝
説
、
短
い
話
を

集
め
た
も
の
等
は
個
々
に
存
在
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
全
て
ひ
っ
く
る

め
て
説
話
文
学
と
し
て
総
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
近
代
と
い
う
時
代
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
ど
の
分
野
に
も
属
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
話
も
「
説
話
文
学
」
と
し
て
分
野
化
さ
れ
る
こ
と
で
説
話
の
幅
は

劇
的
に
広
が
り
、
ま
た
説
話
の
文
学
的
価
値
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
同
時
に
、
研
究
対
象
に
な
っ
た
の
が
近
代
以

降
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
だ
説
話
文
学
に
は
未
解
明
な
こ
と
が
多
く
、
現
在

進
行
形
で
新
た
な
発
見
が
期
待
さ
れ
る
分
野
で
も
あ
る
。
第
二
に
説
話
は

「
ウ
ワ
サ
」
や
「
セ
ケ
ン
バ
ナ
シ
」、「
街
談
巷
説
」
等
も
含
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
説
話
集
の
編
者
に
は
情
報
収
集
能
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ

り
、
い
か
に
し
て
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
確
保
で
き
る
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
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た
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
は
国
内
外
、
古
今
東
西
の
あ
ら
ゆ
る
書
物
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
当
時
や
過
去
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
実
際
に
話
者
か
ら
聴

い
て
取
材
し
、
そ
れ
を
説
話
と
し
て
伝
え
る
と
い
う
行
為
も
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
点
で
は
説
話
集
の
編
者
は
ま
さ
に
現
代
の
記
者
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の

説
話
が
独
自
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
説
話
の
輝
き
は
増
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
説
話
は
「
情
報
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

二
　
和
泉
式
部
と
藤
原
保
昌

　

前
章
に
お
い
て
は
説
話
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
本
章
で
は

具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
中
世
の
説
話
に
つ
い
て
見
て
き
た
い
。

　

本
章
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
和
泉
式
部
と
藤
原
保
昌
と
の
説
話
で
あ
る
。

ご
存
知
の
通
り
、
和
泉
式
部
は
恋
多
き
女
性
で
あ
る
と
同
時
に
『
小
倉
百
人

一
首
』
に
も
選
ば
れ
る
ほ
ど
の
和
歌
の
詠
み
手
で
あ
っ
た
。
一
方
、
藤
原
保

昌
は
源
頼
光
に
仕
え
て
い
た
と
も
さ
れ
、
酒
呑
童
子
を
退
治
し
た
説
話
で
有

名
な
頼
光
四
天
王
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
武
勇
に
優
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
両
者
の

辞
書
的
な
説
明
を
挙
げ
る（

３

）。

　

い
ず
み
し
き
ぶ
【
和
泉
式
部
】（
生
没
年
不
詳
）

　

平
安
時
代
中
期
の
歌
人
。
大
江
雅
致
の
娘
。
母
は
平
保
衡
の
娘
。
長
徳
２

年
（
９

９

６

）
和
泉
守
橘
道
貞
と
結
婚
、
小
式
部
内
侍
を
生
む
。
夫
と
別
居

後
、
為
尊
親
王
、
敦
道
親
王
の
求
愛
を
う
け
た
が
と
も
に
死
別
。
の
ち
中
宮

彰
子
（
上
東
門
院
）
に
つ
か
え
、
藤
原
保
昌
と
再
婚
し
た
。
中
古
三
十
六
歌

仙
の
ひ
と
り
で
、「
拾
遺
和
歌
集
」
な
ど
の
勅
撰
集
多
数
の
歌
が
の
る
。「
和

泉
式
部
日
記
」「
和
泉
式
部
集
」
が
あ
る
。
万
寿
２

年
（
１

０

２

５

）
娘
の

小
式
部
内
侍
に
先
立
た
れ
て
い
る
。

　

ふ
じ
わ
ら
の-

や
す
ま
さ
【
藤
原
保
昌
】（
９

５

８-

１

０

３

６

）

　

平
安
時
代
中
期
の
官
吏
。
天
徳
２

年
生
ま
れ
。
南
家
藤
原
元
方
の
孫
。
藤

原
致
忠
の
次
男
。
藤
原
道
長
の
家
司
。
大
和
、
丹
後
、
摂
津
の
国
守
、
左
馬

頭
な
ど
を
歴
任
、
正
四
位
下
に
い
た
る
。
武
勇
に
す
ぐ
れ
、
盗
賊
袴
垂
を
お

そ
れ
さ
せ
た
説
話
は
有
名
。
摂
津
平
井
（
兵
庫
県
）
に
住
し
、
平
井
氏
も
名

の
っ
た
。
和
泉
式
部
の
夫
。
長
元
９

年
９

月
死
去
。
79
歳
。

　

和
泉
式
部
は
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
実
際
に
四
人
の
人
物
と
恋
仲
に
あ
っ

た
と
さ
れ
、
特
に
敦
道
親
王
と
の
恋
愛
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
藤
原
保
昌
（
以
後
、
保
昌
）
は
実
質
的
に
は
四
人
目
の
夫

で
あ
り
、
最
後
の
夫
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
娘
の
小
式
部
内
侍
も
歌
の
名
手

で
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
選
ば
れ
て
い
る
。

　

保
昌
が
袴
垂
と
い
う
盗
賊
を
震
え
上
が
ら
せ
た
と
い
う
話
は
有
名
で
、
平
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安
時
代
後
期
の
説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
五
「
藤
原
保
昌
朝
臣
、
盗

人
袴
垂
に
値
え
る
語
、
第
七
」
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
二
の
一
〇
「
袴

垂
合
二
保
昌
一
事
」
に
載
る
。
保
昌
は
笛
を
吹
き
な
が
ら
現
れ
、
極
悪
非
道

で
殺
人
す
ら
何
と
も
思
わ
な
い
袴
垂
と
遭
遇
す
る
。
そ
の
後
、
袴
垂
が
刀
を

抜
い
て
斬
り
か
か
っ
た
時
、
保
昌
は
振
り
向
き
「
お
ま
え
は
何
者
か
」
と
尋

ね
た
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
両
者
は
お
互
い
が
誰
で
あ

る
か
、
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
袴
垂
は
保
昌
を
見
た
だ
け
で
そ
の
オ
ー

ラ
に
圧
倒
さ
れ
、
気
を
失
っ
た
よ
う
に
な
り
、
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
ま
で
感
じ
る
ほ
ど
の
恐
ろ
し
い
衝
撃
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
保
昌
の
人
間
離
れ
し
た
オ
ー
ラ
を
感
じ
た
袴
垂
は
驚
く
ほ
ど
素
直

に
な
っ
て
し
ま
う
。
笛
を
吹
く
優
美
な
姿
か
ら
何
も
せ
ず
し
て
稀
代
の
ワ
ル

を
黙
ら
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
殺
気
と
い
う
描
か
れ
方
。
こ
の
話
を
読
み
、
ま

た
聴
い
た
人
々
は
カ
ッ
コ
イ
イ
保
昌
像
を
想
像
し
な
い
わ
け
が
な
い
。
裏
を

返
せ
ば
、
伝
説
の
盗
賊
、
袴
垂
の
危
機
管
理
能
力
の
高
さ
も
浮
か
び
上
が
る
。

　

歌
の
名
手
で
恋
多
き
和
泉
式
部
。
武
勇
に
優
れ
た
保
昌
。
こ
こ
で
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
ふ
た
り
が
平
安
時
代
に
実
在
し
た
人
物
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
「
実
在
」
と
い
う
前
提
さ
え
あ
れ
ば
、
史
実

か
ど
う
か
は
別
と
し
て
「
説
話
的
な
事
実
」
と
し
て
の
話
は
よ
り
形
成
し
や

す
く
な
る
。
ま
し
て
や
こ
れ
だ
け
の
ふ
た
り
で
あ
れ
ば
様
々
な
う
わ
さ
も

立
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
や
は
り
中
世
に
お
い
て
説
話
と
い
う
形
で
残
っ
て
い

る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
貴
船
神
社
に
参
詣
し
た
折
の
和
泉
式
部
の
説
話
で
あ
る
。

次
に
『
十
訓
抄
』
巻
第
一
〇
の
一
三
の
本
文
を
挙
げ
る（
４

）。

和
泉
式
部
が
男
の
、
か
れ
が
れ
な
り
け
る
こ
ろ
、
貴
船
に
詣
で
た
り
け

る
に
、
蛍
の
飛
ぶ
を
見
て
、

も
の
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
た
ま
か
と
ぞ

見
る

と
な
が
め
け
れ
ば
、
社
の
内
よ
り
、
忍
び
た
る
御
声
に
て
、
か
く
聞
え

け
り
。

奥
山
に
た
ぎ
り
て
落
つ
る
滝
つ
瀬
の
た
ま
散
る
ば
か
り
も
の
な
思
ひ
そ

そ
の
し
る
し
、
あ
り
け
る
と
ぞ
。

　
『
十
訓
抄
』
で
は
「
男
」（
保
昌
）
が
和
泉
式
部
の
と
こ
ろ
に
訪
れ
な
く
な
っ

た
頃
の
話
で
あ
る
。
和
泉
式
部
が
貴
船
神
社
を
参
詣
し
て
、
目
の
前
を
蛍
が

飛
び
交
っ
た
の
で
、
和
泉
式
部
は
和
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
の
内
容
は
「（
夫
が

来
な
く
な
っ
た
こ
と
で
）
深
い
も
の
想
い
に
沈
ん
で
し
ま
う
と
、
飛
び
交
う

蛍
も
、
私
の
身
か
ら
さ
ま
よ
い
出
た
魂
な
の
で
は
な
い
か
と
見
え
ま
す
」
と

詠
ん
だ
歌
で
、
そ
れ
に
対
し
て
社
殿
か
ら
目
立
た
な
い
声
が
聞
こ
え
、
歌
を

詠
ん
で
き
た
。
そ
の
内
容
は
「
山
の
奥
で
落
ち
て
飛
び
散
る
水
し
ぶ
き
の
よ

う
な
、
そ
ん
な
水
玉
み
た
い
に
魂
が
飛
び
散
る
ま
で
物
想
い
を
し
て
い
け
な
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い
よ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
泉
式
部
が
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
慰
め
の
返
歌

が
詠
ま
れ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
が

ポ
イ
ン
ト
は
「
し
る
し
」
で
あ
る
。「
し
る
し
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
示
現
」

を
指
し
、
返
歌
し
た
の
は
な
ん
と
貴
船
の
神
様
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
和
泉
式
部
と
保
昌
と
の
仲
が
元
に
戻
っ
た
こ
と
も
暗
示
さ
れ
て
お
り
、

和
歌
の
力
に
よ
っ
て
神
を
も
感
動
さ
せ
、
愛
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
説
話
で

あ
る
。
何
よ
り
恋
多
き
人
と
し
て
有
名
な
和
泉
式
部
が
実
際
に
は
一
途
な
心

の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
十
訓
抄
』
説
話
は
よ
く
伝
え
て
い
る
。
こ
れ

は
説
話
を
読
ま
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
情
報
で
あ
る
。
こ
こ
が
重
要
な
の
で

あ
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
説
話
集
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五

に
は
一
七
四
話
と
し
て
『
十
訓
抄
』
の
こ
の
説
話
を
抄
出
と
い
う
形
で
そ
の

ま
ま
載
せ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
説
話
世
界
に
お
け
る
、
こ
の
説
話
へ
の
関

心
度
の
高
さ
も
う
か
が
え
る
。

　

実
は
こ
の
説
話
に
は
出
典
（
元
ネ
タ
）
が
存
在
す
る
。『
十
訓
抄
』
の
成

立
は
一
二
五
二
年
で
あ
る
が
、
和
歌
自
体
は
既
に
一
〇
五
二
年
勅
撰
の
『
後

拾
遺
和
歌
集
』
神
祇
に
二
首
と
も
載
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
和
歌
や

左
注
（
和
歌
に
対
す
る
簡
単
な
状
況
説
明
）
を
も
と
に
し
て
話
が
で
き
、
説

話
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
補
足
す
る
と
一
一
一
五
年
に
成
立
し
た
歌
論

書
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
「
男
」
は
保
昌
を
指
す
と
し
、
出
典
で
は
不
明

確
で
あ
っ
た
「
男
」
に
つ
い
て
見
方
が
補
強
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
蛍
が
飛
び
交
う
情
景
や
神
の
示
現
等
か
ら
は
平
安
王
朝
的
な
世
界
が
読
み

取
れ
、
和
歌
の
素
材
も
勅
撰
和
歌
集
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。『
十
訓

抄
』
は
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
説
話
は
平
安
王
朝
の
面

影
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
こ
れ
も
こ
の
説
話
の
特
性
で
あ
る
。

　

設
定
は
同
様
で
あ
り
な
が
ら
一
二
八
三
年
に
成
立
し
た
『
沙
石
集
』
巻
第

一
〇
末
の
一
二
に
は
別
の
説
話
が
認
め
ら
れ
る
。
次
が
そ
の
本
文
で
あ
る（

５

）。

　

和
泉
式
部
、
保
昌
に
す
さ
め
ら
れ
て
、
巫
を
語
ら
ひ
て
貴
布
禰
に
て
、

敬
愛
の
祭
り
を
せ
さ
せ
け
る
を
、
保
昌
聞
き
て
、
か
の
社
の
木
蔭
に
隠

れ
て
見
け
れ
ば
、
年
た
け
た
る
巫
女
、
赤
き
幣
ど
も
立
て
廻
ら
し
て
、

様
々
に
作
法
し
て
後
、
鼓
を
打
ち
、
前
を
掻
き
上
げ
て
叩
き
て
、
三
度

廻
り
て
、「
こ
れ
体
に
せ
さ
せ
給
へ
」
と
云
ふ
に
、
面
う
ち
赤
め
て
、

返
事
も
せ
ず
。「
い
か
に
こ
れ
程
の
御
大
事
思
し
食
し
立
ち
て
、
今
こ

れ
ば
か
り
に
な
り
て
、
か
く
は
せ
さ
せ
給
は
ぬ
ぞ
。
さ
ら
ば
ま
た
、
な

ど
か
思
し
食
し
立
ち
け
る
」
と
云
ふ
。
保
昌
、「
く
せ
事
見
て
ん
ず
」
と
、

を
か
し
く
思
ふ
程
に
、
良
久
し
く
思
ひ
入
り
た
る
気
色
に
て
、

ち
は
や
ぶ
る
神
の
見
る
目
も
恥
し
や
身
を
思
ふ
と
て
身
を
や
捨
つ

べ
き

か
く
云
ひ
け
る
事
の
体
、
優
に
覚
え
け
れ
ば
、「
こ
れ
に
候
ふ
」
と
て
、

倶
し
て
帰
り
、
志
浅
か
ら
ず
。
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こ
れ
を
ぞ
、
格
を
越
え
て
格
に
当
た
れ
る
姿
な
れ
。
若
し
格
を
堅
く

執
し
て
、
前
掻
き
上
げ
て
、
叩
き
廻
り
た
ら
ま
し
か
ば
、
や
が
て
疎
ま

れ
て
、
本
意
も
遂
げ
じ
。

　
『
沙
石
集
』
に
お
い
て
も
和
泉
式
部
が
保
昌
に
愛
さ
れ
な
く
な
っ
た
頃
の

話
で
あ
り
、
や
は
り
和
泉
式
部
は
貴
船
（
貴
布
禰
）
神
社
を
参
詣
す
る
。
そ

し
て
、最
後
に
和
歌
を
詠
み
、保
昌
の
心
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
展
開
は
『
十

訓
抄
』
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
説
話
は
『
十
訓
抄
』
と
大
き
く
異

な
る
点
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
説
話
に
巫
女
と
保
昌
と
が
登
場
し
、
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
『
沙
石
集
』
の
梗
概

を
挙
げ
る
。
貴
船
神
社
を
参
詣
し
た
和
泉
式
部
は
夫
と
の
よ
り
を
戻
す
た
め

に
民
間
呪
術
的
な
「
敬
愛
の
祭
り
」
を
執
り
行
う
。
そ
れ
を
面
白
半
分
で
隠

れ
て
見
物
す
る
保
昌
。
巫
女
は
そ
の
儀
式
と
し
て
上
品
と
は
言
え
な
い
、
恥

ず
か
し
い
動
作
を
和
泉
式
部
に
強
要
す
る
。
い
よ
い
よ
面
白
く
な
っ
て
き
た

と
陰
か
ら
見
続
け
る
保
昌
。
恥
じ
ら
い
を
捨
て
き
れ
な
い
和
泉
式
部
は
自
慢

の
和
歌
を
用
い
て
「
神
が
御
覧
に
な
る
の
も
恥
ず
か
し
い
。
思
い
悩
む
か
ら

と
い
っ
て
、
わ
が
身
を
捨
て
る
よ
う
な
行
為
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
詠
む
。

こ
の
和
歌
と
和
泉
式
部
の
姿
勢
に
感
動
し
た
保
昌
が
和
泉
式
部
を
連
れ
て
帰

り
、
愛
情
が
深
ま
っ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
こ
の
説
話
に
対
し
て
『
沙
石

集
』
編
者
の
無
住
は
「
格
を
越
え
て
格
に
当
た
れ
る
姿
な
れ
」
と
評
し
、
和

泉
式
部
は
古
い
儀
式
に
執
着
せ
ず
、
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
愛
情

を
取
り
戻
せ
た
と
説
く
。

　
『
沙
石
集
』
で
は
、
明
ら
か
に
笑
話
仕
立
て
と
な
っ
て
お
り
、
変
な
動
作

を
強
要
す
る
年
老
い
た
巫
女
、
さ
ら
に
は
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
「
保
昌
聞

き
て
、
か
の
社
の
木
蔭
に
隠
れ
て
見
け
れ
ば
」
や
「
保
昌
、『
く
せ
事
見
て

ん
ず
』
と
、
を
か
し
く
思
ふ
程
に
」
と
い
っ
た
描
写
が
認
め
ら
れ
る
保
昌
は
、

い
か
に
も
道
化
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
保
昌
は
凶
悪
な
犯
罪
者
を
オ
ー

ラ
だ
け
で
黙
ら
せ
た
、
あ
の
保
昌
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち

ら
が
史
実
と
し
て
正
し
い
保
昌
に
近
の
か
と
い
っ
た
議
論
も
必
要
で
は
あ
る

が
、
説
話
文
学
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
説
話
も
間
違
い
な
く

正
し
い
保
昌
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
る
な
ら
、
袴
垂
を
震
え

上
が
ら
せ
た
保
昌
が
オ
モ
テ
の
顔
で
あ
れ
ば
、『
沙
石
集
』
で
は
ウ
ラ
の
顔

を
伝
え
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、『
沙
石
集
』
の
説
話
に
よ
っ
て
頼
光
四

天
王
に
も
な
ら
ぶ
武
者
で
あ
る
、
あ
の
保
昌
の
意
外
な
一
面
を
の
ぞ
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
女
性
に
あ
き
た
り
、
い
た
ず
ら
心
を
持
っ
た
り
、
保

昌
も
普
通
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
人
間
離
れ
し
た
オ
ー
ラ
を
見
せ

た
姿
と
、
実
直
と
は
言
え
な
い
が
と
て
も
人
間
的
な
姿
と
は
対
極
に
あ
る
と

言
っ
て
も
良
い
。
中
世
の
説
話
集
で
は
美
醜
、
善
悪
を
問
わ
ず
、
人
間
の
あ

り
の
ま
ま
の
姿
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
が
中
世
に
お
け
る
文
学
の
特
徴
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
中
世
と
い
う
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
。
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加
え
て
、『
沙
石
集
』
の
説
話
は
和
歌
を
含
め
て
『
沙
石
集
』
以
外
に
全

く
認
め
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
編
者
の
無
住
が
入
手
し
た
独
自
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー

ス
に
よ
っ
て
得
た
貴
重
な
情
報
で
も
あ
る
。『
沙
石
集
』
に
は
独
自
の
説
話

が
多
く
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
こ
の
和
泉
式
部
と
保
昌
と
の
や
り
と
り
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
無
住
は
実
際
に
東
国
、
京
、
尾
張
等
を
行
き
来

し
な
が
ら
、
様
々
な
話
を
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
説
話
集
と
い
う

文
学
的
な
受
け
皿
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
り
、『
沙
石
集
』
の
説
話
が
伝
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
保
昌
は
カ
ッ
コ
イ
イ
が
、
ど
こ
か
人
間
味
を
感
じ
ず
、
非

現
実
的
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ふ
た
つ
の
説
話
が
存
在
す

る
こ
と
で
、
近
づ
き
が
た
く
超
人
的
な
保
昌
も
、
辞
書
的
な
説
明
で
は
決
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
親
し
み
や
す
く
人
間
ら
し
い
保
昌
も
楽
し
め
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
和
泉
式
部
は
ど
ち
ら
の
保
昌
に
恋
を
し
た
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
想
像
の
世
界
も
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。
中
世
の

説
話
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
そ
ん
な
風
景
で
あ
る
。

三
　
平
清
盛
と
い
う
「
人
」

　

中
古
か
ら
中
世
へ
の
劇
的
な
変
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
政
権
が
貴
族
か
ら

武
士
へ
と
移
り
、
政
治
の
中
枢
が
京
か
ら
鎌
倉
へ
と
移
っ
た
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
武
士
の
活
躍
は
軍
記
物
語
と
い
う
文
学
分
野
を
生
み
出
し
、

武
士
と
い
う
実
際
の
人
物
が
語
ら
れ
る
と
い
っ
た
点
で
は
、「
事
実
」
と
信

じ
ら
れ
て
き
た
話
を
好
む
説
話
の
格
好
の
材
料
と
も
な
っ
た
。
と
言
っ
て
も
、

中
世
は
貴
族
が
消
え
去
っ
て
武
士
だ
ら
け
に
な
っ
て
、
絶
え
ず
武
士
同
士
が

戦
い
ば
か
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
貴

族
は
存
在
し
、
僧
侶
等
も
活
躍
し
た
時
代
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
武
士
、

貴
族
、
僧
侶
を
合
わ
せ
て
も
人
口
比
率
と
し
て
は
少
数
派
で
、
圧
倒
的
大
多

数
は
庶
民
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
政
治
の
中
枢
は
関
東
に
移
っ
て
も
文
化
の

中
枢
は
京
に
あ
っ
た
。
こ
の
二
重
性
が
中
世
と
い
う
時
代
に
与
え
た
影
響
は

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
源
頼
朝
が
政
権
を
鎌
倉
に
移

す
直
前
の
、
い
わ
ば
武
士
の
時
代
の
幕
明
け
を
象
徴
す
る
よ
う
な
人
物
に
焦

点
を
当
て
て
み
た
い
。
そ
れ
が
平
清
盛
で
あ
る
。
次
に
平
清
盛
の
辞
書
的
な

説
明
を
挙
げ
る（

６

）。

　

た
い
ら
の-

き
よ
も
り
【
平
清
盛
】（
１

１

１

８-

８

１

）

　

平
安
時
代
後
期
の
武
将
。
元
永
元
年
生
ま
れ
。
平
忠
盛
の
長
男
。
白
河
法

皇
の
落
胤
と
す
る
説
も
あ
る
。
平
治
の
乱
で
源
氏
の
勢
力
を
一
掃
し
、
後
白

河
上
皇
や
二
条
天
皇
の
信
任
を
え
る
。
仁
安
２

年
従
一
位
、
太
政
大
臣
と
な

り
翌
年
出
家
。
娘
の
徳
子
を
高
倉
天
皇
の
中
宮
と
し
、
平
氏
一
門
で
官
職
を

独
占
す
る
が
、
鹿
ヶ
谷
事
件
を
契
機
に
後
白
河
法
皇
と
の
対
立
が
ふ
か
ま
り
、

治
承
３

年
法
皇
を
幽
閉
し
、
政
権
を
完
全
掌
握
す
る
。
以
仁
王
や
諸
国
の
源
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氏
の
平
氏
打
倒
の
挙
兵
に
あ
う
な
か
、
治
承
５

年
閏
２

月
４

日
没
し
た
。
64

歳
。
通
称
は
平
相
国
、
六
波
羅
殿
。
六
波
羅
入
道
。
法
名
は
静
（
浄
）
海
。

　

平
清
盛
（
以
下
、
清
盛
）
は
、「
平
氏
一
門
で
官
職
を
独
占
す
る
」、「
政

権
を
完
全
掌
握
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
が
権
力
を
に
ぎ
り
、「
平
家

の
時
代
」
を
確
立
し
た
中
心
的
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
存
知
の
通
り
、

そ
の
後
、
平
氏
は
源
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
清
盛
は
同
時
に
「
驕

る
（
お
ご
る
）
平
家
」
の
代
表
的
人
物
で
も
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
軍
記
物

語
『
平
家
物
語
』
灌
頂
巻
「
女
院
死
去
」
で
は
清
盛
を
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る（
７

）。
　

入
道
相
国
、
一
天
四
海
を
掌
に
に
ぎ
（
ッ
）
て
、
上
は
一
人
を
も
お

そ
れ
ず
、
下
は
万
民
を
も
顧
ず
、
死
罪
流
刑
、
思
ふ
様
に
行
ひ
、
世
を

も
人
を
も
憚
ら
れ
ざ
り
し
が
い
た
す
所
な
り
。
父
祖
の
罪
業
は
、
子
孫

に
む
く
ふ
と
い
ふ
事
、
疑
な
し
と
ぞ
見
え
た
り
け
る
。

　
『
平
家
物
語
』
で
は
入
道
相
国
＝
清
盛
が
全
て
の
権
力
を
に
ぎ
り
、
好
き

勝
手
に
権
力
を
ふ
り
か
ざ
し
た
結
果
、
平
氏
は
滅
ん
だ
と
糾
弾
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
清
盛
の
堕
地
獄
、
つ
ま
り
清
盛
が
地
獄
に
堕
ち
た

と
す
る
『
平
家
物
語
』
巻
第
六
「
入
道
死
去
」
に
お
け
る
「
南
閻
浮
提
金
銅

十
六
丈
の
盧
遮
那
仏
焼
き
ほ
ろ
ぼ
し
給
へ
る
罪
に
よ
つ
て
、
無
間
の
底
に
堕

ち
給
ふ
べ
き
よ
し
」
と
い
う
記
述
で
あ
る（
８

）。
清
盛
か
ら
命
を
受
け
た
息
子
が

興
福
寺
や
東
大
寺
等
を
焼
き
打
ち
し
、
寺
院
や
仏
像
を
焼
き
払
い
、
僧
侶
の

み
な
ら
ず
、
多
く
の
庶
民
ま
で
を
焼
き
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
清
盛
は
仏
罰
に
よ
っ
て
熱
病
と
な
り
、
地
獄
の
中
で
も
最
も
厳
し
く

つ
ら
い
阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
清
盛
の

非
人
道
的
な
姿
が
印
象
づ
け
ら
れ
、
以
後
の
清
盛
は
文
学
の
世
界
に
お
い
て

も
悪
役
（
ヒ
ー
ル
）
と
し
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
化
さ
れ
、
悪
の
代
表
と
し
て
君

臨
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

文
学
に
お
い
て
「
事
実
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
清
盛
像
を
顧
み
れ
ば
、

地
獄
、
そ
れ
も
八
大
地
獄
の
最
下
層
に
堕
ち
て
も
当
然
な
ま
で
の
極
悪
非
道

ぶ
り
で
あ
り
、
悪
役
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
実
際
に
南
都
焼
き
打
ち
の
場
面

等
を
読
め
ば
（
聴
け
ば
）、
清
盛
は
血
も
涙
も
な
い
冷
酷
な
人
間
な
の
か
と

読
者
（
聴
き
手
）
に
感
じ
さ
せ
、
そ
の
直
後
に
水
を
か
け
て
も
黒
煙
が
上
が

る
ほ
ど
の
熱
病
に
犯
さ
れ
た
清
盛
が
苦
し
み
な
が
ら
「
あ
つ
ち
死
に
」
し
て

い
く
こ
と
で
、
悪
は
滅
び
ゆ
く
と
い
う
歴
史
的
必
然
を
決
定
づ
け
て
い
る
。

た
だ
、
こ
れ
も
史
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
清
盛
の
全
て
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
時
的
に
で
も
政
治
の
中
心
的
人
物
と
な
っ
た
清
盛

の
人
間
的
魅
力
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、
鎌
倉
時
代

の
歴
史
書
『
愚
管
抄
』
に
は
清
盛
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
認
め
ら
れ
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る（
９

）。「
清
盛
ハ
ヨ
ク
〳
〵
ツ
ヽ
シ
ミ
テ
イ
ミ
ジ
ク
ハ
カ
ラ
ヒ
テ
、
ア
ナ
タ
コ

ナ
タ
シ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
」
と
あ
り
、
清
盛
は
用
心
深
く
、
物
事
を
深
く
考
え
、

心
配
り
の
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
か
ら
想

起
さ
れ
る
清
盛
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
好
対
照
の
記
述
で
あ
る
が
、
歴
史
書
と
い

う
性
質
か
ら
か
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
な
事
例
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
登
場
す
る
の
が
、こ
こ
で
も
説
話
集
な
の
で
あ
る
。先
に
も
挙
げ
た
『
十

訓
抄
』
巻
第
七
の
二
七
に
は
次
の
よ
う
な
説
話
が
見
ら
れ
る）

10
（

。

　

か
や
う
の
か
た
は
、
福
原
大
相
国
禅
門
の
わ
か
が
み
、
い
み
じ
か
り

け
る
人
な
り
。
折
悪
し
く
、
に
が
に
が
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
そ
の
主

の
た
は
ぶ
れ
と
思
ひ
て
、
し
つ
る
を
ば
、
か
れ
が
と
ぶ
ら
ひ
に
、
を
し

か
ら
ぬ
ゑ
を
も
笑
ひ
、
い
か
な
る
誤
り
を
し
、
物
を
う
ち
散
ら
し
、
あ

さ
ま
し
き
わ
ざ
を
し
た
れ
ど
も
、
い
ひ
が
ひ
な
し
と
て
、
荒
き
声
を
も

立
て
ず
。

　

冬
寒
き
こ
ろ
は
、
小
侍
ど
も
わ
が
衣
の
裾
の
下
に
臥
せ
て
、
つ
と
め

て
は
、
か
れ
ら
が
朝
寝
し
た
れ
ば
、
や
を
ら
ぬ
き
出
で
て
、
思
ふ
ば
か

り
寝
さ
せ
け
り
。

　

召
し
使
ふ
に
も
及
ば
ぬ
末
の
も
の
な
れ
ど
も
、
そ
れ
が
か
た
ざ
ま
の

も
の
の
見
る
と
こ
ろ
に
て
は
、
人
数
な
る
由
を
も
て
な
し
給
ひ
け
れ
ば
、

い
み
じ
き
面
目
に
て
、
心
に
し
み
て
、
う
れ
し
と
思
ひ
け
り
。
か
や
う

の
情
け
に
て
、
あ
り
と
あ
る
た
ぐ
ひ
思
ひ
つ
き
け
り
。

　

人
の
心
を
感
ぜ
し
む
と
は
こ
れ
な
り
。

　
『
十
訓
抄
』
で
は
福
原
大
相
国
禅
門
＝
清
盛
の
若
き
日
の
優
し
さ
の
数
々

が
具
体
的
な
描
写
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
段
落
ご
と
に
三
種
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
清
盛
は
、
そ
の
人
が
戯
れ
で
や
っ
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
お
か
し
く
な
く

て
も
笑
い
、
ま
た
ど
ん
な
間
違
い
を
犯
し
て
も
荒
々
し
く
声
を
立
て
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。

②
清
盛
は
、
冬
に
は
年
の
若
い
侍
た
ち
を
自
分
の
衣
の
裾
に
寝
か
せ
て
や
り
、

寝
坊
を
し
て
い
れ
ば
そ
っ
と
抜
け
出
し
て
思
う
存
分
寝
か
せ
て
や
っ
た
。

③
清
盛
は
、
ど
ん
な
に
身
分
の
低
い
者
で
も
そ
の
家
族
や
知
人
が
見
て
い
る

前
で
は
一
人
前
の
人
物
と
し
て
扱
っ
た
。

　

①
②
③
か
ら
は
人
の
心
を
喜
ば
せ
る
清
盛
の
求
心
力
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く

る
。
特
に
相
手
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
人
間
と
し
て
の
大
切
な
能
力
を
十
二

分
に
兼
ね
備
え
て
い
た
清
盛
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
説
話
が
存
在
す

る
こ
と
で
清
盛
の
人
間
的
魅
力
と
い
う
新
た
な
側
面
が
見
え
て
く
る
の
で
あ

る
。
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一
方
で
、
当
然
な
が
ら
こ
の
説
話
が
ど
う
い
っ
た
意
図
で
描
か
れ
た
の
か

と
い
う
視
点
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
そ
こ
に
政
治
的
な
背
景
、

反
源
氏
の
平
氏
側
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
説
話
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
ま
た
、
実
際
の
清
盛
は
心
優
し
い
側
面
も
あ
っ
た
、
つ
ま
り
前
章
で
も

見
た
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
の
顔
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
説
話
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
「
わ
か
が
み
」（
若
い
頃
）
と
い
う
表
現
に
力
点
が
あ
る
の
な
ら
、
清

盛
が
若
い
頃
の
心
優
し
き
姿
を
描
く
こ
と
で
権
力
に
よ
る
心
変
わ
り
の
恐
ろ

し
さ
を
説
い
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
ま
さ
に
「
諸
行
無
常
」
で
あ
る
。
想
像

の
世
界
は
無
限
に
広
が
っ
て
い
き
、
こ
う
い
っ
た
想
像
か
ら
実
証
へ
と
展
開

す
る
新
た
な
研
究
も
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
説
話
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
清
盛
と
い
う
「
人
」

の
人
間
性
の
幅
が
広
が
り
、
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
化
さ
れ
て
独
り
歩
き
し
て
い
く

悪
の
み
で
は
な
い
、
素
の
清
盛
が
垣
間
見
え
る
。
や
は
り
こ
れ
が
中
世
の
説

話
の
特
性
で
あ
り
、
中
世
と
い
う
時
代
な
の
で
あ
る
。
付
言
す
る
な
ら
、『
十

訓
抄
』
の
清
盛
説
話
か
ら
は
清
盛
と
い
う
「
人
」
を
『
平
家
物
語
』
と
い
う

先
行
し
た
フ
ィ
ル
タ
ー
だ
け
を
通
し
て
見
る
こ
と
の
危
険
性
を
説
い
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
中
世
日
本
の
説
話
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
説
話
に
つ
い
て
論
じ

て
き
た
。
中
世
の
説
話
は
人
間
を
ど
こ
ま
で
も
見
つ
め
て
い
る
。
考
え
て
み

れ
ば
、
人
間
を
描
く
と
い
う
の
は
文
学
の
基
本
原
則
と
言
え
、
説
話
に
は
そ

の
基
本
原
則
が
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
と
し
て
私
た
ち
の

心
を
揺
さ
ぶ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
中
世
の
説
話
に
は
オ
モ
テ
社

会
は
も
ち
ろ
ん
ウ
ラ
社
会
で
暗
躍
す
る
盗
人
（
泥
棒
）
や
盗
賊
ま
で
も
が
活

き
活
き
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
『
古
今
著

聞
集
』
巻
第
一
二
に
お
い
て
は
「
偸
盗
」
と
い
う
篇
ま
で
設
け
ら
れ
、
ど
の

説
話
も
主
役
は
社
会
的
に
見
れ
ば
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
盗
人
な
の
で
あ

る）
11
（

。
本
論
に
お
い
て
も
具
体
的
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
オ
モ
テ
も
ウ
ラ
も

伝
え
る
の
が
説
話
の
特
性
で
あ
り
、
そ
の
集
成
で
あ
る
説
話
集
が
最
も
数
多

く
創
出
さ
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ
る
。
説
話
の
存
在
意
義
の
ひ
と
つ
が
人

間
を
ど
こ
ま
で
も
見
つ
め
、
ま
た
人
間
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
中
世
は
文
学
を
通
し
て
人
間
を
再
発
見
し
よ
う
と
し
た
時
代
と
定
義
で

き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
数
多
く
の
説
話
集
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
は
中
世
と

い
う
時
代
の
必
然
的
産
物
と
言
え
、
中
世
の
説
話
集
が
発
す
る
光
は
確
実
に

後
世
に
も
伝
わ
り
、
近
代
に
は
説
話
文
学
と
い
う
文
学
分
野
ま
で
成
立
さ
せ
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史
実
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
説
話
に
は
ホ
ン
ト
の
よ
う
な
ウ
ソ
の
話

が
多
く
存
在
し
、
歴
史
的
に
は
誤
っ
た
情
報
や
知
る
必
要
の
な
い
情
報
も
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
の
説
話
集
の
編
者
た
ち
は

実
に
個
性
豊
か
な
形
式
や
方
法
に
よ
っ
て
、
史
実
で
は
追
い
か
け
る
こ
と
の

で
き
な
い
、
そ
の
「
人
」
自
身
と
向
き
合
う
と
い
う
試
み
を
行
い
、
そ
の
繰

り
返
し
が
説
話
集
と
い
う
形
で
積
み
重
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歴

史
に
名
を
残
す
よ
う
な
人
も
、
無
名
の
武
士
も
貴
族
も
僧
侶
も
庶
民
も
盗
人

も
、
誰
も
が
主
役
に
な
れ
、「
説
話
」
と
い
う
平
等
な
価
値
観
の
中
で
「
人
」

と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
が
正
し
い
の
か
、
正
し
く
な
い
の
か
と
い

う
二
者
択
一
的
な
視
点
だ
け
で
は
説
話
の
魅
力
は
い
つ
ま
で
も
見
え
て
こ
な

い
。

注（
１

）
長
野
甞
一
「
説
話
文
学
概
説
」（
長
野
甞
一
編
、『
説
話
文
学
辞
典
』、
東
京
堂
出
版
、
一

九
六
九
年
）
を
用
い
た
。

（
２

）
高
木
史
人
「
い
ま
、
説
話
を
考
え
る
」（
野
村
純
一
・
藤
島
秀
隆
・
三
浦
佑
之
・
高
木
史

人
編
、『
日
本
説
話
小
事
典
』、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
を
用
い
た
。

（
３

）
上
田
正
昭
・
西
澤
潤
一
・
平
山
郁
夫
・
三
浦
朱
門
監
修
、『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』

（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
用
い
た
。

（
４

）
浅
見
和
彦
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）

を
用
い
た
。

（
５

）
小
島
孝
之
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
沙
石
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

を
用
い
た
。
な
お
、
米
沢
本
の
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
あ
る
が
、
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
で
は
本
文
が
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
も
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

（
６

）
注（
３

）に
同
じ
。

（
７

）
杉
本
圭
三
郎
訳
注
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
新
版
平
家
物
語
（
四
）
全
訳
注
』（
講
談
社
、

二
〇
一
七
年
）
を
用
い
た
。
な
お
、
全
訳
注
は
覚
一
本
の
本
文
で
あ
る
。

（
８

）
杉
本
圭
三
郎
訳
注
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
新
版
平
家
物
語
（
二
）
全
訳
注
』（
講
談
社
、

二
〇
一
七
年
）
を
用
い
た
。

（
９

）
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
愚
管
抄
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六

七
年
）
を
用
い
た
。

（
10
）
注（
４

）に
同
じ
。

（
11
）
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
（
下
）』（
新
潮
社
、

一
九
八
六
年
）
を
参
照
し
た
。


