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口
承
説
話
に
お
け
る
場
と
話
題
の
関
係

―
―

『
玉
葉
』
の
記
事
か
ら
―
―

一

説
話
が
―
―
就
中
い
わ
ゆ
る
世
間
話
が
―
―
国
語
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の

話
を
呼
び
出
す
た
め
の
条
件
が
そ
の
場
に
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
説
話
は
話
し
手
と
聞
き
手
と
最
低
限
二
人
の
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

場
を
支
配
し
て
い
る
共
通
の
感
情
や
関
心
に
触
発
さ
れ
て
記
憶
の
底
か
ら
引
き

上
げ
ら
れ
る
。
場
の
状
況
と
無
関
係
な
話
は
聞
き
手
に
唐
突
の
感
を
抱
か
せ
る

だ
け
で
あ
り
、
た
と
え
口
語

っ
て
み
て
も
聞
き
手
の
興
味
を
呼
ぶ
の
は
難
し
い
。

院
政
期
の
貴
族
日
記
に
記
録
さ
れ
て
い
る
説
話
も
、
慎
重
に
分
析
し
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
話
が
場
の
状
況
と
密
接
に
関
連
し
て
呼
び
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
日
記
に
は
そ
の
日
の
談
話
の
す
べ
て
が
記
録
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
所
詮
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
は
日
記
筆
者
の

ご
く
個
人
的
な
関
心
の
在
り
処
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
え
ば
言
え
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
日
そ
の
説
話
が
語
ら
れ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
ろ
う
か
ら
、
日
記
の
記
事
に
説
話
と
場
と
の
相
関
の
様
相
を
巨
視
的

に
追
究
す
る
こ
と
の
有
効
性
ま
で
が
疑
わ
れ
る
と
は
思
わ
な
い
。
九
条
兼
実
の

日
記

『
玉
葉
』
の
記
事
に
こ
の
問
題
解
明
の
手
掛
り
を
求
め
た
本
稿
は
、
い
た

ず
ら
に
厳
密
を
求
め
て
論
理
の
形
式
的
な
完
成
に
安
住
す
る
よ
り
も
、
多
少
の

池

上

洵

危
険
は
覚
悟
の
う
え
で
新
し
い
視
野
の
模
索
に
賭
け
た
試
論
の
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
最
初
に
注
目
し
た
い
の
は

『
玉
葉
』
仁
安
三
年
盆

一
六
八
）
三
月
十
四

日
条
で
あ
る
。
こ
の
日
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
始
ま

っ
て
い
る
。

十
四
日
稲
。
天
陰
、
終
日
雨
降
。
持
コ来
尊
号
詔
書
「
加
二朝
臣
一返
給
了
。

外
記
史
生
所
二持
来
一也
。

内
蔵
頭
長
光
朝
臣
来
。
数
刻
言
談
之
次
云
、
「実
国
卿
子
公
輔
、
件
人
名

高
大
夫
名
也
。
忠
仁
公
御
時
、
今
二還
俗
一之
者
也
。
件
高
大
夫
者
、
法
名

惟
修
、
慈
覚
大
師
御
弟
子
、
高
名
行
功
者
也
。
尊
意
和
尚
之
同
法
也
。
而

称
レ有
下
可
二濫
行
一之
相
＾

不
レ
授
二
秘
法
「
　
一
両
成
レ帳
祈
請
、
三
宝
夢

見
之
様
、
『汝
尾
張
国
之
者
有
レ縁
也
云
々
』
。
因
レ之
、　
乞
食
シ
テ
行
日向

彼
国
「
四
五
歳
許
女
児
出
来
。
見
レ之
心
己
動
。
例
則
夢
相
告
已
是
也
ト

心
得
テ
、
突
コ
立
剣
一云
々
。
然
而
不
レ死
、
遂
蘇
生
云
々
。
件
乞
食
逐
電
了
。

其
後
経
二年
序
「
尾
張
国
下
女
参
二忠
仁
公
「
為
二半
物
一宮
仕
之
間
、
惟

修
又
勤
コ
仕
御
修
法
「
祗
コ
候
殿
中
「
見
二件
半
物
「
已
犯
了
。
問
二事
子
細

一之
処
、
件
女
云
、

『我
則
尾
張
国
者
也
。
而
或
乞
食
欲
レ殺
。

然
而
依
ニ

三
宝
之
護
念
力
一蘇
生
了
云
々
』
。
惟
修
聞
レ之
、
「先
年
殺
了
、
猶
有
縁
之

者
、　
死
去
了
由
存
、
已
是
也
。
　
生
々
世
々
厚
レ縁
者
也
。　
於
二干
今
一者

不
レ
可
レ
云
二左
右
「
早
可
レ申
二事
之
由
こ

ト
テ
、
事
子
細
ヲ
具
二
申
二忠



仁
公
一テ
、
所
コ
望
還
４
一也
云
γ
¨

か
つ
４
拗
略
脚
｝
囀
跡
構
榊
】
濠
』

通
吟
も

こ
の
日
内
蔵
頭
藤
原
長
光
が
語

っ
た
話
は

『今
昔
物
語
集
』
巻
三
十

一
第
三
話
と
同
じ
話
で
あ

っ
た
。
長
光
は

も
ち
ろ
ん
出
し
抜
け
に
こ
の
話
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
に
は
彼
に
こ

の
話
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
条
件
が
た
し
か
に
備
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

益
田
氏
は
そ
れ
を
右
の
記
事
の
冒
頭
に
見
え
る

「尊
号
詔
書
」
に
求
め
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
詔
書
は
二
月
十
九
日
に
践
作
し
た
ば
か
り
の
新
帝
を

「高
倉

院
」
と
尊
称
す
る
旨
の
も
の
で
、
長
光
は

「高
」
の
字
か
ら
高
大
夫
を
連
想
し
、

そ
れ
は
昔
女
犯
に
よ
り
還
俗
し
た
者
の
名
で
あ
る
か
ら

「専
ら
不
当
な
る
か
」、

つ
ま
り
高
倉
院
な
る
尊
号
は
よ
ろ
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
語

っ
た
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

説
話
を
場
と
の
相
関
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
先
駆
者
的
な
論
考
で
あ

っ

た
が
、
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
日
外
記
の
史
生
が
兼
実
邸
に
持
参

し
た

「尊
号
詔
書
」
を
新
帝
に
関
係
す
る
も
の
と
見
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
天

皇
の
院
号
が
そ
の
天
皇
の
在
位
中
も
し
く
は
在
世
中
に
定
め
ら
れ
た
と
は
思
え

な
い
か
ら
だ
。
「
玉
葉
』
に
お
い
て
も
高
倉
天
皇
は
在
位
中
に
は

「
主
上
」、
譲
位

後
は

「新
院
」
と
記
さ
れ
る
の
が
専
ら
で
あ
り
、
「高
倉
院
」な
る
院
号
は
治
承

五
年

（
一
一
八
一
）

一
月
十
四
日
に
同
帝
が
崩
御
さ
れ
て
後
、
二
十
四
日
条
に

な

っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
院
号
は
崩
御
後
に
誼
号
と
し
て
奉
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ

っ
て
、

後
白
河
院
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
『
玉
葉
』
は
ま
ず
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）

三
月
十
三
日
条
に

「此
日
寅
刻
、
太
上
法
皇
崩
御
」
と
記
し
、
翌
十
四
日
条
に

「昨
日
、
於
二旧
院
一院
司
公
卿
参
集
、
被
レ定
二院
号
「
後
白
河
院
云
々
」
と
記

し
た
後
に
、
十
五
日
条
か
ら
は

「此
日
、
後
白
河
院
御
葬
送
也
」
と
い
う
具
合

に
院
号
を
普
通
に
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
近
衛
天
皇
崩
御
前
後
の
記

事
を

『
兵
範
記
』
に
求
め
た
場
合
も
ま

っ
た
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
す
な

わ
ち
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
七
月
十
三
日
の
崩
御
ま
で
同
記
は

「
主
上
」
と

記
す
の
み
で

「近
衛
院
」
と
は
決
し
て
記
さ
な
い
。
こ
の
院
号
を
用
い
る
の
は

論
Ⅲ
¨
繰
は

「
皇

″
嚇
罐
は
い
¨
動
師
詢
″
雌
翻
制
硼
嘲
麦
わ
」
罐
［
剛
姜
慟
ｒ

日
条
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
考
え
て
も
践
作
後
ま
も
な
い
新

帝
に
院
号
が
奉
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
。

し
か
ら
ば
、
こ
の
日
の

「尊
号
詔
書
」
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。
実
は
譲
位

し
た
旧
帝
六
条
天
皇
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
譲
位
し
た
旧
帝
に
は
た
だ

ち
に

「太
上
天
皇
」
の

「尊
号
」
が
奉
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ

っ
て
、
永
万
元

時
二 （一
一
』
』
韓
議
劉
葬
叶
れ
御
」
（
誅
〓
罐
は
疇
慟
れ
証
筆
轟
蒙
罐
熱
に
開

た
六
条
天
皇
は
、
譲
位
の
日
か
ら
こ
の
日
ま
で
約

一
ケ
月
が
経
過
し
て
お
り
、

や
や
遅
す
ぎ
る
感
じ
が
す
る
が
、
同
帝
は
こ
の
時
ま
だ
五
歳
で
あ

っ
た
か
ら
太

上
天
皇
と
尊
称
す
る
に
は
幼
す
ぎ
て
抵
抗
が
あ

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
譲
位
と
同

時
に
尊
号
の
議
が
な
か
っ
た
こ
と
を

『
玉
葉
』
二
月
十
九
日
条
に
「今
夜
無
二尊

号
「
逐
可
レ有
云
々
」、
『兵
範
記
』
同
日
条
に

「太
上
天
皇
尊
号
、　
今
夕
無
レ

仰
」
な
ど
と
特
記
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
異
例
の
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
。

二

し
た
が

っ
て
長
光
が
高
大
夫
説
話
を
語

っ
た
理
由
は
ま

っ
た
く
別
の
と
こ
ろ

に
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
く
鍵
は
長
光
の
談
話
の
冒
頭

「実
国

卿
子
公
輔
、
件
人
名
高
大
夫
名
也
」
を

「実
国
卿
の
子
公
輔
、
件
の
人
の
名
は



高
大
夫
の
名
な
り
」
と
訓
む
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

『
三
代
実
録
』
や
『今

昔
』
に
よ
っ
て
高
大
夫
の
実
名
が
高
向
公
輔
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る（％
が
、

の
た
め
、
知
識
に
引
か
れ
て

「実
国
卿
の
子
公
輔
」
を
高
向
公
輔
の
こ
と
だ
と

待
』
融
れ
】
れ
燎
〔
ｒ
呼
「
投
躇
赫
一
鍮
い
は
“
凛
ψ
晰
”
は
】

力ヽ 「
岬
¨
〔
詢

然
な
訓
み
で
あ
り
、
ま
た
高
向
公
輔
の
父
が
実
国
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
う
い
う
人
物
が
実
在
し
た
証
拠
も
な
い
。

一
方
、
右
の
新
し
い
訓
み
方
に
従

え
ば
、
「実
国
卿
の
子
に
公
輔
と
い
う
人
が
い
る
が
、
そ
の
人
の
名

（公
輔
）
は

高
大
夫
の
名

（公
輔
）
と
同
じ
だ
」
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
実
国
は
高
大
夫
の

父
で
は
な
い
。

長
光
が
高
向
氏
で
は
な
い
公
輔
を
引
き
合
い
に
出
し
て
こ
の
話
を
語
り
始
め

た
の
は
、
そ
の
公
輔
な
る
人
物
が
長
光
に
と

っ
て
も
兼
実
に
と

っ
て
も
既
知
の

人
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
物
が
当
時
た
し
か
に
実
在
し
た
。

こ
の
日
か
ら
三
日
前
の
三
月
十

一
日
、
高
倉
天
皇
は
践
作
後
し
ば
ら
く
起
居

は
詳
い
は
割
』
哺

子 ヵ、
ゎ
輌
罐

従 へ
礫
眸
車
に
は
】
】
畔
締
数
綺
い
わ

輔 っ
け
に
雄
¨

名
は
公
雅
で
あ

っ
た
。
「
兵
範
記
』
保
元
三
年

（
一
一
五
八
）
十
二
月
十
七
日
条

に
二
条
天
皇
の
即
位
に
伴
う
叙
位
で
藤
原
公
雅
な
る
人
物
が
従
五
位
下
に
叙
せ

ら
れ
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
公
輔
の
幼
名
で
あ
る
こ
と
は
、
「公
卿
補
任
』

文
治
五
年

（
一
一
八
九
）
の

「参
議
公
時
」
の
項
に
、

保
元
三
十
二
十
七
叙
爵

（御
即
位
叙
位
。
女
御
球
子
給
。
本
名
公
雅
。
年

一
し
。
仁
安
三
三
十

一
従
五
上

（天
皇
自
摂
政
閑
院
第
遷
幸
内
裏
。
本
家
賞
。

改
名
公
輔
）
。

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
公
雅
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
の
叙
位
を
機
に
公
輔

と
名
を
改
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
長
光
た
ち
に
は
公
輔
の
名
が
印
象
に
新

し
く
、
そ
の
名
の
善
し
悪
し
が
話
題
に
な
り
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
公

輔
は
こ
の
時
ま
だ
十
二
歳
の
少
年
で
あ

っ
た
か
ら
父
の
陰
に
隠
れ
た
よ
う
な
存

在
で
あ
り
、
そ
こ
に
長
光
が

「実
国
卿
の
子
公
輔
」
と
、
ま
ず
父
の
名
を
挙
げ

て
か
ら
公
輔
を
話
題
に
す
る
理
由
、
兼
実
が
そ
う
い
う
表
現
で
記
録
す
る
理
由

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「公
輔
の
名
は
」と
直
裁
に
語
ら
な
い

で
、
「公
輔
、
件
の
人
の
名
は
」
と
ひ
と
呼
吸
お
い
た
表
現
を
と

っ
て
い
る
の
は
、

公
輔
と
い
う
名
、
さ
ら
に
は
公
輔
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
が
、
彼
等
に
と

っ
て

ま
だ
十
分
に
親
し
い
も
の
に
は
な

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

『
玉
葉
』
の
記
事
は
こ
う
い
う
微
妙
な
感
覚
を
意
外
に
正
確
に
反
映
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
長
光
が

「専
ら
不
当
な
る
か
」
と
話
を
結
ぶ
真
意
も
、
む
ろ
ん

「高
」
の
字
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
最
近
改
名
し
た
若
公
達
の
名
が
よ
ろ
し

く
な
い
と
い
う

一
点
に
あ

っ
た
。
右
に
示
し
た

『
公
卿
補
任
』
が

「公
時
」
の

項
で
あ
る
こ
と
が
示
す
通
り
、
公
輔
は
そ
の
後
さ
ら
に
公
時
と
改
名
し
て
い
る
。

躍

繭

糞

舜

耀

雛

孵

許

師

獅

酵

ら
し
い
。
再
改
名
の
理
由
が
公
輔
と
い
う
名
に
対
す
る
世
の
不
評
に
あ

っ
た
と

す
れ
ば
、
こ
の
日
の
長
光
の
談
話
は
ま
さ
に
そ
の
口
火
を
切
る
も
の
で
あ

っ
た

ろ
う
。

こ
の
日
長
光
と
兼
実
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
会
話
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も
、
二
人
の
会
話
が
叙
位
に
関
連
し
た
も
の
に
な
り
が
ち
だ

っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
三
日
前
に
は
新
帝
の
遷
幸
に
伴
う
叙
位
が
あ
り
、
翌

十
五
日
に
は
新
帝
の
即
位

（即
位
式
は
二
十
日
）
に
よ
る
叙
位
が
予
定
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
世
間
の
日
は
新
帝
と
叙
位
に
集
ま

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
長

光
は
三
日
前
の
叙
位
に
耳
新
し
く
聞
い
た
公
輔
の
名
を
話
題
に
し
た
。
高
大
夫

説
話
は
公
輔
と
い
う
名
の
善
悪
を
判
断
す
べ
き
材
料
と
し
て
提
供
さ
れ
た
の
で



あ
る
。
「件
の
物
の
名
な
り
。
専
ら
不
当
な
る
か
」
と
い
う
結
び
の
句
は
、
こ
の

説
話
を
呼
び
出
し
た
も
の
が
何
で
あ

っ
た
か
を
明
確
に
物
語
る
と
同
時
に
、
こ

の
説
話
が
呼
び
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
最
後
ま
で
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
つ

ま
り
長
光
に
と

っ
て
こ
の
説
話
は
最
後
ま
で
判
断
材
料
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
は

一
般
に
説
話
の
末
尾
に
附
き
物
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
批
評
な
い

し
教
訓
的
な
言
辞

（以
下

「評
語
」
と
略
称
す
る
）
の
本
性
に
つ
い
て
示
唆
す

る
点
が
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
口
承
説
話
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
評
語
が
説

話
を
呼
び
出
し
た
も
の
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
例
が
稀
で
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
評
語
こ
そ
は
そ
の
説
話
を
目
語
ら
せ
た
も
の
、
口
承
説
話
が
説
話
と
し
て

存
立
す
る
た
め
の
最
低
必
要
条
件
で
あ
る
日
承
と
い
う
行
為
を
引
き
起
こ
さ
せ

た
も
の
で
あ

っ
て
、
口
承
説
話
に
と

っ
て
評
語
は
派
生
物
や
附
属
物
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
説
話
を
説
話
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い
る
基
本
要
件
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
実
際
に
は
日
記
に
記
さ
れ
た
説
話
に
も
評
語
が

附
い
て
い
な
い
場
合
が
多
く
、
そ
れ
も
あ
な
が
ち
筆
者
の
省
筆
ば
か
り
で
は
な

く
現
実
に
評
語
が
口
語
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
本
質
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
本
来
は
附
く
べ
き
も
の
、
附
い
て
よ
い
も

の
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
附
い
て
い
な
い
の
を
目
承
説
話
の
常
態

と
考
え
て
は
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
説
話
集
の
説
話
は
音
声
で
は
な
く
文
字
に
よ
っ
て

存
立
し
て
い
る
か
ら
、
呼
び
出
し
の
機
能
は
口
承
説
話
よ
り
弱
く
て
か
ま
わ
な

い
。
極
端
な
場
合
を
言
え
ば
、
多
く
の
説
話
を
集
め
た
い
と
い
う
、
た
だ
そ
れ

だ
け
の
、
し
か
し
回
承
に
比
べ
て
は
る
か
に
持
続
的
な
契
機
に
よ
っ
て
説
話
が

呼
び
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
も
口
語
ら
れ
て
は
瞬
間
的
に
消
え

て
い
く
口
承
説
話
に
対
し
て
、
紙
に
書
か
れ
た
説
話
は
消
え
な
い
か
ら
、
説
話

集
の
読
者
は
そ
の
説
話
を
説
話
集
に
呼
び
出
し
た
撰
者
の
側
の
契
機
に
必
ず
し

も
規
制
さ
れ
な
い
で
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
模
式
的
に
言
え
ば
、
説

話
集
の
説
話
は
そ
れ
自
体
で
独
立
し
た
い
わ
ば
裸
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
だ
け
読
者
は
―
―
書
承
の
場
合
に
は
撰
者
も
―
―
よ
り
自
由

な
享
受
を
許
さ
れ
て
い
る
。
説
話
集
を
通
し
て
説
話
に
親
し
む
こ
と
の
多
い
わ

れ
わ
れ
は
、
だ
か
ら
評
語
の
な
い
の
を
常
態
と
考
え
、
説
話
集
の
説
話
に
附
け

ら
れ
た
評
語
を
と
か
く
余
計
な
派
生
物
な
い
し
添
加
物
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま

い
が
ち
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
評
語
は
説
話
集
に
と

っ
て
不
可
欠
で
は
な
い
。

評
語
を

一
切
持
た
な
い

『古
事
談
』
や
、
あ

っ
て
も
き
わ
め
て
短
小
な

『宇
治

拾
遺
物
語
』
が
文
学
的
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
の
に
な
ぜ
多
く
の
説
話
集
が
評
語
を
附
け
た
が
る
の

か
。
こ
と
を
撰
者
個
人
の
資
質
の
問
題
に
還
元
す
る
前
に
、
そ
の
背
景
に
本
来

は
国
語
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
の
説
話
が
内
包
し
て
い
る
評
語
と
の
深
い

つ
な
が
り
の
伝
統
を
置
い
て
見
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

三

と
こ
ろ
で
、
兼
実
は
こ
の
日
長
光
の
談
話
を
こ
の
一
話
し
か
記
録
し
て
い
な

い
。
兼
実
の
省
筆
で
は
な
く
、
長
光
が
語

っ
た
説
話
は
本
当
に
こ
の
一
話
で
終

わ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
述
の
ご
と
く
こ
の
話
の
呼
び
出
し
方
自
体
に
一

話
で
完
結
す
る
原
因
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
説
話
と
そ
れ
を
呼

［
嘲
け
』
¨
最
¨
制
嘲
な

つ き
て（

ゎ
ゆ
“
『
嘲
呻
瞳
』
加
に

何 一
¨
¨

つ 説
嘲
諄
詢
¨
時

開
は
か
な
り
異
な

っ
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
話
と
は
対
蹂
的
な
例
を
承
安
二
年

（
一
一
七
二
）
十

一
月
二
十
日
条
に
見
よ
う
。

十
日
。
此
日
賀
茂
臨
時
祭
也
。

下
官
雖
レ有
レ催
不
レ参
。
申
刻
、
大
夫



外
記
頼
業
真
人
依
二昨
日
召
一来
。
為
レ下
二牝
鶏
状
一也
。
召
二簾
行
〔外
力
ｙ

下
レ之
。
仰
令
レ勘
レ例
。
余
着
二冠
直
衣
一也
。
依
二物
忌
一不
レ出
一一簾
外
「

依
不
レ進
直
下
云
也
。
凡
神
宮
事
随
レ堪
不
レ
可
レ軽
。

①
此
次
談
二雑
事
「
語
云
、
「陽
成
院
暴
悪
無
双
。
二
月
祈
年
祭
以
前
、

自
抜
レ
刀
殺
コ
害
人
一云
々
。
依
二如
レ此
事
「
昭
宣
公
奪
二天
子
位
一授
二小
松

天
皇
一也
。
干
レ時
諸
卿
出
二異
議
「
事
不
Ｌ

レ機
。
融
大
臣
深
有
二此
心
「

債
議
大
濫
吹
。
愛
参
議
諸
蔦
懸
二手
於
剣
柄
「
見
二御
服
一一ム
、
『今
日
事
偏

可
レ随
二太
政
大
臣
語
「
若
於
下出
二異
議
一之
人
ヽ
忽
可
レ誅
レ之
云
々
』
。子
レ

時
諸
卿
止
二異
議
（
相
率
参
二小
松
親
王
第
「
奉
レ迎
レ之
云
々
。
昭
宣
公
之

外
孫
為
二親
王
「
以
レ彼
可
レ奉
二吹
嘘
一之
由
、
人
以
疑
レ之
。
而
以
二〈
覆
辟
之

旧
王
「令
レ践
二天
子
之
位
ヽ
賢
之
至
也
。此
事
委
細
記
先
年
所
レ見
也
云
々
」。

②
又
云
、
「
八
幡
之
火
事
之
時
、
大
外
記
実
俊
、
而
右
大
弁
公
能
有
二論

事
¨
実
俊
申
旨
雖
レ似
レ有
レ理
、
以
二殷
周
之
例
一合
二蜀
魏
「
豊
叶
二時
儀
一

哉
。
無
二勘
酌
一歎
云
々
」
。

③
又
云
、
「定
頼
卿
入
二公
文
道
「
不
レ執
二公
事
一云
々
」
。

④
又
云
、

「正
家
朝
臣
令
二申
遣
一け
る
は
、
『俊
房
公
毎
事
不
レ
可
レ
及
ニ

父
大
臣
殿
「
而
於
二使
座
一被
二行
事
一之
体
、
玄
隔
被
レ勝
云
々
ヒ
。

⑤

「仲
平
大
臣
無
レ才
富
人
云
々
」
。

③
又
云
、
「
四
条
大
納
言
公
任
、
容
器
進
退
頗
凡
也
云
々
」
。

⑦
又
云
、
「安
和
之
比
天
下
乱
云
々
。
小
野
宮
殿
雖
レ為
二関
白
「
不
レ預
ニ

政
務
「
兼
家
等
被
レ行
云
々
」
。

③
又
云
、
「西
三
条
良
相
為
二執
政
臣
一云
々
」
。

こ
の
日
大
外
記
清
原
頼
業
の
話
は
大
い
に
は
ず
ん
だ
ら
し
く
、
兼
実
は
八
種

の
話
題

（①
ｌ
③
）
を
記
し
て
い
る
。
最
初
に
記
さ
れ
た
①
は
陽
成
天
皇
の
暴

悪
と
光
孝
天
皇
の
即
位
に
ま
つ
わ
る
著
名
な
説
話
で
あ
る
。
『大
鏡
』
や
『古
事

談
』
に
類
話
が
あ
（型

だ
内
容
に
相
異
が
あ
り
、
頼
業
が

「
こ
の
事
委
細
に
記
せ

る
を
先
年
見
し
と
こ
ろ
な
り
」
と
い
う
記
録
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
気
に
な

る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
話
の
場
合
も
こ
れ
を
呼
び
出
す
よ
う
な
条
件
が
こ
の
場

に
備
わ

っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

鍵
は
、
こ
の
説
話
が

「
二
月
祈
年
祭
以
前
」
と
、
話
の
内
容
と
は
一
見
関
係

の
な
さ
そ
う
な
文
句
で
始
ま

っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
陽
成
天
皇
の
殺
人
は

『
三

代
実
録
』
元
慶
七
年

（八
八
三
）
十

一
月
十
日
条
の
意
味
あ
り
げ
な
記（製
の
示

す
通
り
事
実
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
十
三
日
の
大
原
野
祭
、
十
六
日
の
新
嘗
祭
は

内
裏
に
生
じ
た
死
機
の
た
め
停
止
、
十
六
日
に
は
建
礼
門
前
で
大
祓
が
行
わ
れ

て
い
る
。
天
皇
は
こ
つ
事
件
以
後
完
全
に
孤
立
し
、
つ
い
に
位
を
去
っ
た
の
で

動』い″つそた（の窃嚇け新多〔轟帥か調稗脚証湖榊御籍”緯詢噺“時̈

出
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ

っ
た
。
殺
人
事
件
そ
の
も
の
の
日
付
は
忘
れ
ら
れ

て
も
、
そ
の
事
件
が
結
果
と
し
て
祈
年
祭
当
日
の
譲
位
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、

む
ろ
ん
当
日
は
祭
ど
こ
ろ
で
は
な
く
祈
年
祭
は
停
止
さ
れ
た
か
ら
、
年
中
行
事

を
停
止
さ
せ
た
珍
し
い
先
例
と
し
て
記
憶
に
残
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
頼
業
は
こ
の
日
こ
の
話
を
思
い
出
し
た
の
か
。
兼
実
と
の
間
で
鶏

が
話
題
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
頼
業
が
兼
家
邸
に
来
た
の
は

「牝
（雌
）

力ヽ 鶏
¨
け
継
剛

「
）

け
」
「
』
が
締
舛
け

つ ぁ
』
「
け
韓
勧
漁
脚

り
（
数

Ｗ
「
な
け
鵠
紳
“

下
す
予
定
の
官
牒
が
こ
こ
に
い
う

「牝
鶏
の
状
」
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
日

二
人
は
鶏
に
関
係
す
る
用
件
で
会

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
鶏
は
神
事
と
深

く
つ
な
が

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
鶏
と
神
事
と
い
え
ば
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る

の
が
祈
年
祭
で
あ

っ
た
。
祈
年
祭
に
は
毎
年
の
定
例
と
し
て
左
京
職
か
ら
白
鶏

一
羽
、
近
江
国
か
ら
白
猪

一
頭
を
神
祇
官
に
貢
し
、
歳
神
に
供
え
る
こ
と
に
な



つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（号
お
そ
ら
く
二
人
の
会
話
は
鶏
と
神
事
か
ら
祈
年
祭
に

及
び
、
祈
年
祭
と
い
え
ば
こ
う
い
う
話
が
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
陽
成
天
皇
の

暴
悪
説
話
が
呼
び
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
天
皇
は
退
位
し
た
が
、
つ
い
て
は
公

卿
た
ち
が
激
論
を
交
わ
し
た
話
が
あ
る
と
い
う
具
合
に
、
次
か
ら
次
へ
と
話
が

展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
先
の
高
大
夫
説
話
の
場
合
と
比
べ
て
み
る
と
、
場
を
構
成
す
る
二
人

に
共
通
の
関
心
事
か
ら
説
話
が
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
日

の
方
に
多
少
複
雑
な
屈
折
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
変
り
が
な
い
。

だ
が
、
最
終
的
に
説
話
を
呼
び
出
し
た
も
の
に
は
明
ら
か
に
性
格
の
相
異
が
あ

る
。
先
述
の
ご
と
く
高
大
夫
説
話
の
場
合
は
公
輔
と
い
う
名
に
対
す
る
善
悪
の

判
断
で
あ
り
、
末
尾
の
評
語
も
明
白
に
そ
の
判
断
へ
の
回
帰
を
示
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
公
輔
と
い
う
名
の
人
物
は
そ
う
多
く
は
い
な
い
か
ら
、
公
輔
と
い
え

ば
他
に
こ
ん
な
話
も
あ
る
と
い
う
具
合
に
は
話
が
展
開
し
難
い
。
つ
ま
り
説
話

を
呼
び
出
し
た
も
の
が
あ
ま
り
に
も
阻
定
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
関
心
で
あ

っ

た
場
合
に
は
、
次
な
る
話
を
呼
び
に
く
い
の
で
あ
る
。
長
光
の
関
心
が
改
名
と

い
う
行
為
そ
れ
自
体
の
善
悪
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
名

の
善
悪
よ
り
は
る
か
に
普
通
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
第
二
、
第
三
の
材
料
提

示
へ
と
つ
な
が
り
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
高
大
夫
説
話
に

お
い
て
公
輔
と
い
う
名
は
さ
ほ
ど
大
切
な
要
素
で
は
な
い
。
高
大
夫
の
実
名
が

公
輔
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
説
話
の
基
本
的
な
性
格
や
構
造
は
変
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
末
檎
的
な
要
素
を
呼
び
出
し
の
手
掛
り
に
し
て
い
る
こ
と
が

次
な
る
話
を
呼
び
に
く
く
し
て
い
る
の
で
も
あ

っ
て
、
高
僧
の
運
命
的
な
還
俗

と
か
、
男
女
を
つ
な
い
で
い
る
不
思
議
な
糸
と
か
、
よ
り
説
話
の
根
幹
に
か
か

わ
る
関
心
か
ら
こ
の
話
を
呼
び
出
し
た
場
合
に
は
、
話
の
展
開
は
非
常
に
楽
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

陽
成
天
皇
説
話
の
場
合
は
こ
れ
と
対
鎌
的
で
あ

っ
た
。
頼
業
は
伊
勢
神
宮
に

お
け
る
異
変
と
か
祈
年
祭
の
停
止
と
か
い
う
限
定
的
で
具
体
的
な
問
題
に
つ
い

て
の
主
張
や
判
断
の
材
料
と
し
て
こ
の
話
を
呼
び
出
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
話

は
神
事
停
止
の
先
例
に
は
違
い
な
い
が
、
彼
は
そ
の
先
例
に
よ
っ
て
何
か
を
論

じ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
な
に
よ
り
も
彼
の
談
話
に
お
け
る
連
想
の
飛
躍
ぶ

り
が
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
に
伊
勢
神
宮
の
異
変
か

ら
祈
年
祭
を
連
想
さ
せ
た
契
機
は

「鶏
」
で
あ

っ
て

「
異
変
」
で
は
な
か
っ
た
。

祈
年
祭
か
ら
陽
成
天
皇
を
連
想
さ
せ
た
の
は

「
異
変
」
で
も

「鶏
」
で
も
な
い

「
二
月
四
日
」
と
い
う
日
付
で
あ

っ
た
。
連
想
の
契
機
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化

し
て
お
り
、
最
初
の
出
発
点
と
な

っ
た
関
心
に
求
心
的
に
回
帰
す
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
関
心
は
自
由
に
拡
散
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
説
話

が
現
実
に
密
着
し
た
主
張
や
判
断
の
た
め
の
具
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

よ
り
自
由
な
享
受
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

こ
の
日
の
話
が
こ
れ
だ
け
で
終
わ
ら
ず
②
ｌ
③
へ
と
展
開
し
た
の
も
偶
然
で

は
な
か
っ
た
。
②
以
下
の
話
に
つ
い
て
も
以
上
に
見
た
の
と
同
様
の
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
峰
け
っ
一
用
車
↓
｝
」
は
秤
商
絆
い
は
あ
い
嘲
¨
嗽
梓
け
豪
嘲
噸
』
一

大
（外．

記
実
俊
」
と
は
清
原
信
俊
の
こ
と
。
「尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば

「信
」
の
訓
み
は

「
サ
ネ
」
で
あ
る
。
兼
実
は
「
サ
ネ
ト
シ
」
と
耳
で
聞
い
て

「実
俊
」
と
記
し
た

わは働ヽ
”ｒ蔽崚̈
漱醐請れ
『るか蒙勧い」』赫つ大暉噸癖難
「将構務澤

公
能
」
は
藤
原
実
能
の
子
。
徳
大
寺
左
大
臣
実
定
の
父
で
あ
る
。
こ
の
火
事
の



時
に
は
二
十
六
歳
の
青
年
参
議
で
右
大
弁
を
兼
ね
て
い
た
。
こ
の
二
人
が
何
事

か
を
論
争
し
た
の
だ
が
、
信
俊
の
主
張
は
理
屈
と
し
て
は
通

っ
て
も
時
代
の
現

実
に
合
わ
な
い
、
い
わ
ば
硬
直
し
た
議
論
で
実
際
の
状
況
に
生
か
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
頼
業
に
と

っ
て
は
同
族
の
ほ
ぼ

一
世
代
年

上
の
人
物
の
逸
話
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
彼
は
公
卿
た
ち
が
激
論
を
交
わ
し
た

①
の
話
か
ら
、
論
争
を
連
想
の
契
機
と
し
て
こ
の
話
を
思
い
浮
べ
た
の
で
あ
る
。

③
の

「定
頼
卿
」
は
藤
原
公
任
の
子
。
蔵
人
頭
、
左
右
大
弁
等
を
歴
任
し
て

権
中
納
言
に
至

っ
て
い
る
。
以
下
の
文
意
は
分
明
で
な
い
が
、
「
入
公
文
道
」が

公
文
書
の
知
識
に
優
れ
て
い
た
意
と
す
れ
ば
、
彼
は
弁
官
の
よ
う
に
き
わ
め
て

実
務
的
な
任
に
就
き
な
が
ら
、
そ
の
知
識
を
少
し
も
実
地
に
生
か
そ
う
と
し
な

か
っ
た
意
か
。
た
だ
し
彼
が
公
文
書
に
詳
し
か
っ
た
証
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
歌

人
と
し
て
知
ら
れ
、
能
書
、
誦
経
の
名
手
で
も
あ
り
、
小
式
部
内
侍
に
戯
れ
て

し 「け
囃
卸
詢
な
わ
¨
『
】
學
¨

力ヽ 名
嘲
¨
哺
臓
「
』
』
衆
貯
颯

実 っ
な
』
嘲
動
は
雌

き
な
が
ら
実
際
に
は
何
も
で
き
ず
、
何
も
し
な
か
っ
た
と
解
す
べ
き
か
と
思
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
現
実
に
対
処
し
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
で
き
な

か
っ
た
実
務
官
僚
の
話
で
あ

っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
前
話
か
ら
連
想

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

④
の

「
正
家
朝
臣
」
は
藤
原
家
経
の
子
で
文
章
博
士
。
右
大
弁
、
式
部
大
輔

等
を
歴
任
し
た
学
者
で
あ
る
。
彼
が

「申
遣
わ
し
た
」
も
し
く
は

「申
遺
し
た
」

嘲
一
赫
囃
』
懃

で ヵ、
雌

あ ヵ、
摩
な
い
い

螂
）ヽ（訂
諄
抑
鰤
路
獅
駐
缶
物
銘
詢
獅
峰
』
れ
は

及
ば
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
伏
座

（陣
の
座
）
で
こ
と
を
行
う
時
の
外
見
だ
け
は

は
る
か
に
勝

っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
肩
書
と
能
力
と
の
饂
齢
を
い
う
前

話
か
ら
見
か
け
と
内
実
と
の
相
違
に
お
い
て
連
想
さ
れ
た
の
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
連
想
の
契
機
が
次
々
と
変
化
し
な
が
ら
話
が
話
を
呼
び
寄
せ
て
い
く
機
構

は
、
こ
の
日
の
頼
業
の
談
話
に
一
貫
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
の

「仲
平
大
臣
」
は
む
ろ
ん
藤
原
基
経
の
子
。
兄
の
時
平
や
弟
の
忠
平
に

比
べ
て
凡
庸
で
日
立
た
ぬ
存
在
で
は
あ

っ
た
が
、
父
か
ら
伝
領
し
た
枇
杷
殿
は

輔

略
琴

郭

鵜

て に
担

『
智
な
師
嗜
“
議
″
い

つ 也
♂
期
』
到
》
議
電

一
門
の
権
勢
を
上
手
に
利
用
し
て
蓄
財
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「無
才
富
人
」と
は

こ
う
い
う
事
実
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
も
人
の
見
か
け
と
内
実
の
相
連
の
一
例

で
あ
る
。
③
の

「
四
条
大
納
言
公
任
」
は
周
知
の
歌
人
。
学
識
豊
か
な
才
子
だ

っ
た
が
、
風
桑
は
あ
が
ら
ず
起
居
振
舞
は
す
こ
ぶ
る
凡
に
見
え
た
と
い
う
。
前

話
と
同
様
見
か
け
と
内
実
の
相
違
を
い
う
話
で
あ
る
。

⑦
は
い
わ
ゆ
る
安
和
の
変
を
語
る
。
源
高
明
の
失
脚
後

「小
野
宮
殿
」
藤
原

実
頼
が
摂
政

・
関
自
と
な

っ
た
も
の
の
実
権
は
兼
家
ら
に
あ

っ
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
④
ど
⑥
に
共
通
し
て
い
た
見
か
け
と
内
実
と
の
相
違
を
い
う

同
類
羅
列
型
の
発
想
が
、
こ
こ
で
は
や
や
方
向
を
変
え
て
地
位
と
権
力
と
の
乖

離
に
転
換
し
て
い
る
。
③
の

「
西
三
条
良
相
」
は
冬
嗣
の
子
。
彼
は

「執
政
」

す
な
わ
ち
摂
政

。
関
自
の
臣
下
の
ご
と
き
で
あ

っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
右
大
臣

に
ま
で
至
っ
た
良
相
の
上
に
は
常
に
同
母
兄
の
良
房
が
い
て
摂
政

。
太
政
大
臣

と
し
て
君
臨
し
て
お
り
、
こ
の
関
係
は
彼
が
兄
に
先
立

っ
て
亮
じ
る
ま
で
変
わ

ら
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
も
前
話
と
同
じ
地
位
と
権
力
と
の
乖
離
を
語

る
一
例
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
②
以
下
の
各
条
は
、
す
べ
て
が
説
話
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
熟

成
し
た
話
題
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
疑
間
で
あ
る
に
し
て
も
、
①
の
話
に
つ
い

て
す
で
に
指
摘
し
た
の
と
同
様
の
、
最
初
に
話
を
呼
び
出
し
た
も
の
に
こ
だ
わ

ら
ず
に
飛
躍
す
る
自
由
な
連
想
と
、
そ
れ
に
か
ら
ま
り
合
う
同
類
羅
列
型
の
発



想
と
に
よ
っ
て
、
緊
密
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
日
の
話
は
、
最
初
は
伊
勢
神
官
に
お
け
る
異
変
と
い
う
二
人
の
公
務
に
現

在
直
接
関
係
し
て
い
る
事
件
に
触
発
さ
れ
て
思
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
も

と
も
と
頼
業
は
そ
の
事
件
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
見
や
判
断
を
示
す
た
め
に
話

を
提
供
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
話
し
手
に
と

っ
て
も
聞
き
手
に
と

っ
て

も
自
由
な
享
受
が
可
能
で
あ
り
、
や
が
て
話
題
は
出
発
点
の
事
件
か
ら
大
き
く

離
れ
、
連
想
の
契
機
も

「貴
族
の
激
論
」
か
ら

「知
識
と
そ
の
応
用
」
、
さ
ら
に

は

「見
か
け
と
内
実
」
と
い
う
ふ
う
に
、
次
第
に
話
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の

と
な

っ
て
い
っ
て
、
い
わ
ば
説
話
の
内
な
る
テ
ー
マ
が
次
な
る
話
を
呼
び
寄
せ

る
一
種
の
自
律
運
動
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
先
述
の
高
大
夫
説
話
が
、
話
し
手
の
長
光
に
よ
っ
て
公
輔
な
る
名
前

の
善
悪
と
い
う
き
わ
め
て
個
別
的
で
具
体
的
な
問
題
、
い
わ
ば
説
話
の
外
な
る

テ
ー
マ
に
よ
っ
て
強
引
に
規
制
さ
れ
て
い
た
の
と
対
鎌
的
で
あ
る
が
、
こ
の
相

異
は
も
ち
ろ
ん
偶
然
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
話
し
手
と
聞
き
手
の
人
間
関

係
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
ら
し
い
の
だ
。

長
光
は
兼
実
が
そ
の
学
才
を
も

っ
と
も
高
く
評
価
し
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
老

学
者
で
あ

っ
て
、
彼
が
こ
の
話
を
語

っ
た
仁
安
三
年
に
は
六
十
八
歳
、
聞
き
手

の
兼
実
は
二
十
歳
だ

っ
た
か
ら
二
人
の
年
令
差
は
四
十
八
、
こ
の
日
に
限
ら
ず

長
光
の
話
は
と
も
す
れ
ば
知
識
伝
授
型
に
な
り
が
ち
で
あ

っ
た
。
兼
実
の
方
も

身
分
差
を
越
え
て
こ
の
稀
代
の
老
鮮
轄
か
ら
で
結
』
だ
け
多
く
の
知
識
を
吸
収

し
た
い
と
身
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
旧
稿
に
お

い
て

『中
外
抄
』
や

『富
家
語
』
に
お
け
る
藤
原
忠
実
の
談
話
が
と
か
く
話
の
外
な
る
テ
ー
マ
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
、
話
題
の
連
関
に
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
を
口
伝

・
教
命
の
場
に
お
け
る
話
の
特
徴
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
長

光
と
兼
実
と
の
間
は
、
身
分
か
ら
言
え
ば
忠
実
と
師
元

・
仲
行
の
場
合
と
は
上

下
逆
で
あ
る
も
の
の
、
長
老
と
青
年
、
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
と
い
う
い

う
関
係
で
は
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
日
の
長
光
の
話
に
も
そ
の
伝
授

型
の
発
想
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
頼
業
は
こ
の
話
を
語

っ
た
承
安
二
年
に
は
五
十

一
歳
、
兼
実
は
二
十

四
歳
で
あ

っ
た
か
ら
年
令
差
は
二
十
七
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
長
光
の
場
合

と
は
異
な
り
、
頼
業
が
現
職
の
大
外
記
で
あ
る
こ
と
も
原
因
し
て
話
題
は
日
前

の
政
務
処
理
に
関
連
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
と
く
に
源
平
の
戦

郵
ぃ
け
雌

局 っ
諄
静
』
ｍ
鍛

一 業
¨
暉
漏
興
疇
嵯
燦
社

大 っ
】
琳
詢
犠
詩
郡
珈
最
嗽
卿

、

分
差
は
大
き
い
が
、
兼
実
は
頼
業
を
師
と
し
て
で
は
な
く
人
生
の
先
輩
程
度
に

見
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
頼
業
の
方
も
時
に
は
楽
に
話
に
花
を
咲

か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
二
人
の
身
分
差
は
大
き
く
、

こ
の
日
の
話
を
ま
っ
た
く
自
由
な
談
話
の
場
の
産
物
と
見
る
に
は
不
安
が
あ
り
、

各
条
が
す
べ
て
貴
族
界
の
先
人
の
人
物
評
で
あ
る
の
も
あ
る
種
の
規
制
が
働
い

て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
の
話
に

伝
授
型
と
は
対
鎌
的
な
話
題
の
連
関
を
認
め
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
旧
稿
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
予
告
し
た
、
日
伝

・
教
命
と
は
異
な

っ
て
よ
り
自
由
な
話
題
の
連
関
が
ゆ
る
さ
れ
る
場
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の

謂
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も

っ
と
適
切
な
例
を
紹
介
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
さ

し
あ
た
っ
て
は
こ
れ
を

一
つ
の
実
例
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

な
お
疑
う
な
ら
ば
、
『
玉
葉
』
の
記
事
の
順
序
が
頼
業
が
実
際
に
口
語

っ
た
話

の
順
序
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
日

の
話
の
発
端
が
①
の
話
で
あ

っ
た
こ
と
は
上
述
の
背
景
か
ら
見
て
確
実
と
思
わ

れ
、
②
以
下
も
上
述
の
ご
と
く
配
列
に
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
通

り
の
順
序
で
話
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
う
。
と
く
に
①
↓
②
↓
③
の
あ



た
り
の
順
序
は
不
可
逆
の
も
の
と
思
う
の
だ
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
こ
れ

が
兼
実
の
ア
ト
ラ
ン
グ
ム
な
記
憶
再
生
の
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

れ
で
説
話
を
再
生
し
記
録
す
る
際
の
筆
録
者
の
連
想
の
契
機
を
物
語
る
貴
重
な

資
料
と
い
う
べ
き
だ
が
、
口
承
の
場
に
お
け
る
自
由
な
話
題
の
連
関
と
類
纂
性

の
弱
い
説
話
集
に
お
け
る
説
話
の
連
関
配
列
と
に
微
妙
な
共
通
性
を
認
め
よ
う

と
す
る
私
に
と

っ
て
は
、
た
と
え
そ
う
で
あ

っ
て
も
実
際
に
国
語
ら
れ
た
順
序

と
そ
ん
な
に
は
違
わ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注（１
）

『
玉
葉
』
の
本
文
は

「国
書
刊
行
会
叢
書
」
本
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

（２
）

益
田
勝
実

「話
の
生
態
―
社
会
性
の
問
題
―
」
翁
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
３４
年
６

月
号
）
、
同

『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
（昭
和
３５
年
、
三
一
書
房
）。
こ
れ
ら
の
論
考
は

世
間
話
を
場
と
の
相
関
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
て
、
本

稿
も
基
本
的
に
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。

（３
）

「兵
範
記
』
の
本
文
は

「増
補
史
料
大
成
」
本
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

（４
）

「山
椀
記
』
永
万
元
年
六
月
二
十
九
日
条
な
ど
。

（５
）

ヨ
一代
実
録
』
元
慶
四
年
十
月
十
九
日
条
に
は
、
散
位
従
四
位
下
高
向
朝
臣
公

輔
の
卒
伝
が
あ
り
、
仁
寿
年
間
に
東
宮
に
侍
し
て
乳
母
と
密
通
し
、
還
俗
し
た
旨
を

記
す
。
「今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
一
第
三
話
に
は

「名
フ
公
輔
卜
云
フ
、
本
姓
高
向

也
」
と
あ
る
。

（６
）

前
掲
益
田
論
文
な
ど
参
照
。
私
自
身
も
こ
れ
ま
で
こ
の
訓
み
方
に
従
っ
て
き
た

が
、
こ
れ
を
機
会
に
旧
稿
の
す
べ
て
を
訂
正
し
た
い
。
な
お
こ
の
訂
正
は
益
田
論
文

の
論
旨
を
根
本
的
に
左
右
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
は
不
変
で
あ
る
。

（７
）

『
玉
葉
』
『兵
範
記
』
仁
安
三
年
三
月
十
一
日
条
。
な
お
実
国
は
公
季
流
、
内
大

臣
公
教
の
子
。
公
輔
の
母
は
藤
原
家
成
の
女
、
す
な
わ
ち
成
親
の
妹
で
あ
る
。

（８
）

前
述
の
叙
位
以
後
、
「玉
葉
』
に
公
時

（公
輔
）
の
名
が
見
え
る
の
は
こ
の
日

が
最
初
で
あ
る
。

（９
）

高
大
夫
説
話
と
て
例
外
で
は
な
い
。
同
じ
話
が

『真
言
宗
談
義
聴
聞
集
』
に
も

記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
永
井
義
憲

「今
昔
物
語
の
作
者
と
成
立
」
∩
大
正
大
学
研

究
紀
要
」
５０
号
、
昭
和
４０
年
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（１０
）

『大
鏡
』
巻
二
・
基
経
伝
及
び

『古
事
談
』
第
一
・
王
道
后
宮
。

（１１
）

「十
日
発
酉
。
散
位
従
五
位
下
源
朝
臣
蔭
之
男
益
、
侍
二殿
上
つ
卒
然
被
二格
殺
「

禁
省
事
秘
。
外
人
無
レ知
焉
。
益
、
帝
乳
母
従
五
位
下
紀
朝
臣
全
子
所
レ生
也
」。

（・２
）

ヨ
一代
実
録
』
元
慶
八
年
二
月
四
日
条
。

（・３
）

「玉
葉
』
承
安
二
年
十

一
月
十
八
・
十
九
日
条
。

（・４
）

「儀
式
』
巻

一
・
祈
年
祭
、
「師
光
年
中
行
事
』
祈
年
祭
な
ど
。

（・５
）

「石
清
水
八
幡
官
宝
殿
井
廻
廊
宝
蔵
若
宮
悉
以
焼
亡
。
貞
観
以
来
無
二比
例
こ

∩
百
錬
抄
』
保
延
六
年
正
月
二
十
三
日
条
）。

（‐６
）

『古
事
談
』
第
六
・
亭
宅
諸
道
。

（・７
）

「袋
草
紙
』
巻

一
、
『宇
治
拾
遺
物
語
』
第
三
五
話
な
ど
。

（‐８
）

正
家
は
天
永
二
年

（
一
一
一
一
）
卒
。
頼
業
は
保
安
三
年

（
一
一
三
二
）
生
。

（・９
）

江
談
抄
研
究
会

『古
本
系
江
談
抄
注
解
』
（昭
和
５３
年
、
武
蔵
野
書
院
）
３４２
頁
。

（２０
）

長
光
・
頼
業
と
兼
実
と
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿

「読
書
と
談

話
―
九
条
兼
実
の
場
合
―
」
今
日
本
文
学
」
昭
和
５５
年
１２
月
号
）
参
照
。

（２．
）

拙
稿

「話
題
の
連
関
―

『中
外
抄
』
「富
家
語
』
私
記
―
」
令
甲
南
国
文
」
２９
号
、

昭
和
５７
年
Υ

へ２２
）

前
掲
注
（２０
）参
照
。


