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一
、
序

十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
成
立
・
発
展
し
た
近
世
の
長
編
文
学

︿
後
期
読
本
﹀
に
は
、︿
通
俗
本
﹀
か
ら
の
影
響
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。︿
通

俗
本
﹀
と
は
、
中
国
の
白
話
小
説
﹃
水
滸
伝
﹄
や
﹃
濟
顛
大
師
酔
菩
提
全
伝
﹄
を

訓
読
し
た
も
の
で
あ
る
。︿
後
期
読
本
﹀
で
は
、
こ
う
し
た
︿
通
俗
本
﹀
を
始
め

と
し
た
諸
典
拠
か
ら
短
編
が
取
り
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
作
中
の
何
ら
か
の
因
果
因

縁
で
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
一
つ
の
長
編
物
語
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た

め
、︿
通
俗
本
﹀
は
︿
後
期
読
本
﹀
の
成
立
と
展
開
を
捉
え
る
上
で
、
重
要
な
立

ち
位
置
に
あ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
言
え
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
︿
通
俗
本
﹀
の
中
か
ら
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄︵
五
巻

五
冊
、
三
宅
嘯
山
訳
、
宝
暦
九
年
︵
一
七
五
九
︶、
京
都
西
村
平
八
刊
︶
を
取
り

上
げ
る
。
こ
の
作
品
は
、
寛
政
十
一
︵
一
七
九
九
︶
年
に
﹃
忠
臣
水
滸
伝
﹄
を
執

筆
し
て
︿
後
期
読
本
﹀
の
先
駆
け
と
な
っ
た
山
東
京
伝
が
、
全
十
作
品
あ
る
自
身

の
読
本
の
中
で
度
々
利
用
し
て
い
る
点
で
目
を
引
く
。

本
作
は
、
清
の
天
花
蔵
主
人
述
﹃
済
顛
大
師
酔
菩
提
全
伝
﹄
二
十
回
の
翻
訳
で
、

風
狂
僧
道
濟
の
一
生
の
行
状
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
京
伝
読
本
で
︿
通
俗
本
﹀

か
ら
用
い
ら
れ
た
典
拠
の
多
く
は
先
行
研
究
で
明
か
さ
れ
て
お
り

1

、﹃
通
俗
酔
菩

提
全
伝
﹄
か
ら
は
四
作
目
﹃
桜
姫
全
伝　
曙
草
紙
﹄︵
文
化
二
︵
一
八
〇
五
︶
年
︶

と
九
作
目
の
﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄︵
文
化
六
︵
一
八
〇
九
︶
年
︶
に
指
摘
が
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
今
回
の
調
査
の
中
で
、
二
作
目
﹃
復
讐
奇
談　
安
積
沼
﹄︵
淳

和
三
︵
一
八
〇
三
︶
年
︶
に
も
利
用
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
新
た
に
確
認

し
た
。

そ
し
て
、﹃
安
積
沼
﹄
を
加
え
た
三
作
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
﹃
通
俗
酔

菩
提
全
伝
﹄
の
巻
五
上
﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
が
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
そ
の
利
用
方
法
と
作
中
に
お
け
る
立
ち
位
置
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

初
期
作
品
の
﹃
安
積
沼
﹄
で
は
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
一
編
を
分
割
し
、
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そ
の
間
に
複
数
の
小
話
を
加
え
る
こ
と
で
全
体
の
長
編
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す

る
、
い
わ
ば
︿
通
俗
本
﹀
を
介
し
て
、
成
立
の
途
上
に
あ
っ
た
︿
後
期
読
本
﹀
の

型
を
模
索
す
る
試
験
的
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
生
じ
た
失

敗
を
踏
ま
え
、
京
伝
は
三
作
目
﹃
優
曇
華
物
語
﹄︵
文
化
元
︵
一
八
〇
四
︶
年
︶

で
読
本
に
お
け
る
長
編
物
語
構
造
を
確
立
す
る
。
こ
の
時
期
の
作
品
か
ら
は
、︿
通

俗
本
﹀
の
話
を
借
用
し
て
物
語
の
大
枠
と
し
、
そ
の
内
側
に
他
の
話
を
加
え
る
こ

と
で
長
編
化
を
試
み
よ
う
と
し
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
読
本
の
様
式
が
整
っ
た
後
に
出
さ
れ
た
四
作
目
﹃
曙
草
紙
﹄
で
の
︿
通

俗
本
﹀
の
利
用
は
、
登
場
人
物
の
造
形
描
写
や
漢
詩
の
引
用
が
主
と
な
り
、
全
体

に
対
し
て
占
め
る
挿
話
の
比
重
が
減
少
す
る
。
以
降
の
京
伝
読
本
で
も
同
様
に
、

文
言
の
借
用
は
あ
る
も
の
の
、︿
通
俗
本
﹀
由
来
の
目
立
っ
た
挿
話
は
見
ら
れ
な

く
な
る
。
こ
の
時
期
か
ら
京
伝
は
、
漢
籍
由
来
の
話
か
ら
、
主
に
本
朝
由
来
の
説

話
を
読
本
の
中
に
用
い
る
よ
う
に
な
り
、︿
通
俗
本
﹀
と
距
離
を
取
る
段
階
へ
移
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
に
出
さ
れ
た
九
作
目
﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
は
一
転
し
て
、
そ
の
名
が

示
す
通
り
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
を
強
く
意
識
し
た
作
品
と
な
っ
た
。
本
作
は
、

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
道
濟
を
本
朝
の
一
休
に
仮
託
し
、
作
中
様
々
な
事
件
の

解
決
に
当
た
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
題
名
に
冠
し
て
い
な
が
ら
も
、
本

作
の
中
で
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
の
直
接
の
挿
話
は
見
ら
れ
な
い
。
本
作
で

は
、
一
人
の
高
僧
が
作
中
の
複
数
の
小
話
の
中
で
発
生
す
る
事
件
を
解
決
す
る
と

い
う
、
物
語
の
︿
枠
組
み
﹀
の
転
用
が
な
さ
れ
て
い
た
。

と
言
う
の
も
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
は
そ
れ
ぞ
れ
の
小
話
と
小
話
の
間
に
繋

が
り
が
ほ
と
ん
ど
無
い
一
話
完
結
の
短
編
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
長
編
物
語
構
造

の
求
め
ら
れ
る
︿
後
期
読
本
﹀
に
そ
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
京
伝
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
道
濟
に
あ
た
る
一
休
の
人
物
造
形
と

そ
の
役
割
を
読
本
に
合
わ
せ
て
改
変
す
る
こ
と
で
、
本
朝
の
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂
と

し
て
長
編
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
時
期
の
京
伝
読
本
で
は
、
初
期
と
は

対
照
的
に
、︿
通
俗
本
﹀
の
枠
組
み
を
読
本
の
中
に
落
と
し
込
も
う
と
す
る
試
み

が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
影
響
が
見
ら
れ
る
三
作
品
を
比
較
す

る
こ
と
で
、︿
通
俗
本
﹀
か
ら
話
を
借
り
て
翻
案
す
る
形
で
始
ま
っ
た
︿
後
期
読

本
﹀
が
、
山
東
京
伝
の
場
合
に
は
、
次
第
に
距
離
を
取
る
よ
う
に
し
て
新
し
い
文

芸
様
式
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
過
程
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
同
時
代

に
︿
後
期
読
本
﹀
を
主
導
し
た
も
う
一
人
の
作
家
、
曲
亭
馬
琴
が
漢
籍
由
来
の
話

を
好
ん
で
用
い
た
姿
勢
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
京
伝
の
︿
通
俗
本
﹀
に
対
す
る

利
用
法
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
両
者
の
差
異
を
捉
え
る
上
で
も
意
義
が
あ
る
と
考

え
る
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、︿
後
期
読
本
﹀
の
中
か
ら
山
東
京
伝
の
読
本
に
主
眼
を

置
き
、
彼
が
︿
通
俗
本
﹀
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
ま
た
そ
の
利
用
形
態
を
変
遷

さ
せ
て
い
っ
た
の
か
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、『
復
讐
奇
談 

安
積
沼
』
に
お
け
る
利
用

ま
ず
、
京
伝
読
本
の
一
作
目
﹃
忠
臣
水
滸
伝
﹄
は
、
徳
田
武
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
︿
通
俗
本
﹀
の
﹃
通
俗
忠
義
水
滸
伝
﹄︵
宝
暦
七
︵
一
七
五
七
︶
年
―
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寛
政
二
︵
一
七
九
〇
︶
年
︶
と
、
我
が
国
の
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄︵
寛
延
元

︵
一
七
四
八
︶
年
︶
を
下
敷
き
に
翻
案
し
た
作
品
で
あ
る

2

。
ま
た
大
高
洋
司
氏
は
、

﹁
長
編
構
成
を
支
え
る
枠
組
み
と
し
て
は
浄
瑠
璃
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄
全
十
一

段
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
生
か
し
な
が
ら
、
文
体
は
、
通
俗
本
に
用
い
ら
れ
る
中
国

白
話
文
翻
訳
調
で
全
体
を
統
一
し
た
﹂
と
し
、﹁
文
体
の
問
題
﹂
と
し
て
、
後
編

で
は
緩
和
さ
れ
る
も
の
の
、
前
編
で
は
漢
文
体
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

︿
通
俗
本
﹀
の
影
響
を
顕
著
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る

3

。

続
く
二
作
目
﹃
安
積
沼
﹄
で
は
、
大
高
氏
が
﹁﹃
忠
臣
水
滸
伝
﹄
後
編
よ
り
も

さ
ら
に
一
層
な
だ
ら
か
な
も
の
に
落
ち
つ
く
﹂

4

と
文
体
を
分
析
し
て
い
る
よ
う

に
、
後
の
主
流
と
な
る
和
文
体
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
併
せ
て
、
本

作
で
は
、
作
中
の
挿
話
の
中
に
︿
通
俗
本
﹀
の
一
節
を
も
と
に
翻
案
し
た
と
さ
れ

る
箇
所
が
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
徳
田
武
氏
が
第
五
条
の
布
を
用
い
て
密
通
を

重
ね
る
場
面
と
、
女
性
が
悪
僧
に
強
殺
さ
れ
る
話
が
、﹁﹃
竜
図
公
案
﹄
の
抄
訳
た

る
﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄︵
明
和
七
︵
一
七
七
〇
︶
年
刊
︶
二
﹁
阿
弥
陀
仏
講
和
﹂﹂
に

拠
る
と
指
摘
し
て
い
る

5

。﹃
安
積
沼
﹄
で
該
当
す
る
第
五
、
第
六
条
の
梗
概
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

敵
討
ち
の
旅
に
出
た
主
人
公
山
井
波
門
は
、
狭
布
里
に
宿
泊
中
に
隣
家
の
娘

お
秋
と
恋
に
落
ち
る
。
波
門
は
、
文
鎮
に
結
ん
だ
手
紙
で
歌
を
介
し
た
や
り

と
り
を
重
ね
た
後
、
家
へ
忍
び
込
み
密
会
を
果
た
す
。
そ
の
後
、
お
秋
は
悪

僧
の
現
西
に
よ
っ
て
強
殺
さ
れ
、
彼
女
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
村
の
な
ら
ず

者
藤
六
の
讒
言
か
ら
嫌
疑
が
密
通
相
手
の
波
門
に
か
か
る
。
そ
の
後
、
知
県

の
機
転
で
役
者
の
小
鱃
小
平
次
が
扮
す
る
偽
幽
霊
の
協
力
も
あ
り
、
波
門
は

釈
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
帰
路
に
藤
六
と
仲
間
た
ち
に
逆
恨
み
か
ら
襲

撃
を
受
け
、
返
り
討
ち
に
し
て
狭
布
の
里
を
後
に
す
る
。

太
字
と
一
重
傍
線
を
施
し
た
箇
所
は
、
前
述
し
た
先
行
研
究
で
の
﹃
通
俗
孝
粛

伝
﹄
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
本
作
で
は
﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄
だ
け
で
な
く
、﹃
通
俗
酔
菩
提

全
伝
﹄
の
巻
五
上
﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
か
ら
の
利
用
が
第
五
、
第
六
条
、
間
を

空
け
て
第
九
、
第
十
条
に
あ
る
こ
と
を
、
新
た
に
言
及
し
た
い
。
右
の
二
重
傍
線

部
が
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
の
翻
案
、
そ
し
て
太
字
が
﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄
と

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
と
で
共
通
す
る
箇
所
で
あ
る
。﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
の
梗

概
を
左
に
記
す
。

王
宣
教
は
、
隣
家
の
陶
秀
玉
と
恋
に
落
ち
、
懇
意
に
し
て
い
た
雁
門
の
趙
霓

の
協
力
を
得
て
恋
文
の
や
り
取
り
を
続
け
、
彼
の
手
引
き
で
密
通
を
交
わ

す
。
そ
の
後
、
趙
霓
は
な
ら
ず
者
の
李
澤
と
揉
め
、
後
日
そ
の
逆
恨
み
か
ら

襲
撃
を
受
け
て
返
り
討
ち
に
す
る
も
、
人
を
殺
め
た
こ
と
で
街
か
ら
離
れ
る

こ
と
に
な
る
。
趙
霓
の
協
力
が
無
く
な
っ
て
互
い
に
会
え
な
く
な
っ
た
二
人

は
、
文
鎮
に
手
紙
を
結
び
付
け
て
や
り
取
り
を
続
け
、
共
に
入
水
し
て
心
中

を
図
る
。
二
人
の
亡
骸
が
両
家
の
者
に
揚
げ
ら
れ
、
そ
の
死
を
嘆
く
所
に
、

道
濟
が
現
れ
、
香
を
焚
い
て
二
人
を
蘇
生
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
二
人
は
結
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
。

﹃
安
積
沼
﹄
の
狭
布
里
の
話
で
は
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
の
前
半
部
か
ら
、
密

通
の
や
り
と
り
と
、
な
ら
ず
者
か
ら
襲
撃
を
受
け
る
展
開
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

該
当
箇
所
を
引
用
す
る

6

。
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①
男
女
の
密
通
の
場
面

は
や
暁
に
ち
か
か
り
け
れ
ば
、
波
門
驚
て
別
出
な
ん
と
す
。
お
秋
袂
を
ひ
か
へ

て
﹁
お
も
ひ
あ
ま
り　

身
は
ほ
そ
れ
ど
も　

細
布
の　

む
ね
あ
ひ
が
た
き　

恋

ぞ
く
る
し
き
﹂
と
よ
み
て
か
こ
ち
け
れ
ば
、
波
門
も
一
絶
を
吟
じ
て
別
れ
を
を

し
む

偏
憂
合
歓
夕
　
頓
有
別
離
時
　
自
嗟
還
自
慰
　
不
是
遠
別
離

お
秋
こ
れ
を
聞
て
よ
ろ
こ
び
︵
中
略
︶
互
に
志
の
深
き
こ
と
、
山
盟
海
誓
て
、

水
も
る
ま
じ
く
ぞ
見
え
に
け
る
。
か
く
て
時
々
期
を
約
し
て
、
忍
び
遇
こ
と
、

已
に
半
年

﹃
復
讐
奇
談　
安
積
沼
﹄
第
五
条

暁
ニ
及
デ
別
去
ン
ト
ス
ル
ニ
、
秀
玉
袂
ヲ
扣
ナ
ガ
ラ
一
詩
ヲ
吟
乄
曰
﹁
月
上
郎

来
處　

月
傾
郎
去
時　

願
為
天
上
月　

来
去
不
相
離
﹂
宣
教
之
ヲ
聞
テ
則
和
シ

テ
曰

偏
憂
合
歓
夕
　
頓
有
別
離
時
　
自
嗟
還
自
慰
　
不
是
遠
別
離

カ
ヽ
リ
シ
後
ハ
互
ニ
志
ノ
深
ヿ
山
盟
海
誓
、
到
ラ
ザ
ル
ヿ
ナ
ク
、
時
々
期
ヲ
約

乄
忍
通
フ
ヿ
二
三
月

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
五
上
﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂

②
な
ら
ず
者
の
襲
撃
を
返
り
討
ち
に
す
る
場
面

波
門
何
の
心
も
な
く
、
一
ツ
の
橋
を
過
け
る
所
に
、
号
笛
と
お
ぼ
し
く
一
声
き

こ
え
け
る
が
忽
竹
林
の
か
げ
枯
葦
の
裏
、
こ
ゝ
か
し
こ
よ
り
六
七
人
の
男
大
腰

刀
を
お
び
て
あ
ら
は
れ
い
で
、
波
門
を
真
中
に
ひ
き
つ
ゝ
み
、
一
言
の
問
答
に

も
お
よ
ば
ず
、
前
後
よ
り
と
り
つ
き
て
、
無
二
無
三
に
と
ら
へ
ん
と
す
。
波
門

は
お
も
ひ
か
け
ざ
る
事
な
れ
ど
も
、
大
丈
夫
の
魂
な
れ
ば
少
し
も
動
ぜ
ず
︵
中

略
︶
身
を
撚
り
脚
を
飛
せ
て
、
一
人
を
橋
の
上
に
踢
倒
し
、
又
一
人
を
と
ら
へ

勢
に
つ
き
て
投
た
り
け
れ
ば
、
思
ひ
か
け
ず
も
欄
干
を
う
ち
こ
し
、
川
に
撞
と

う
ち
こ
み
ぬ
。
此
う
ち
頭
と
お
ぼ
し
き
大
男
、
波
門
が
眼
あ
き
ら
か
に
手
快
を

見
て
、
手
ど
り
に
せ
ん
は
か
の
ふ
ま
じ
と
、
刀
を
抜
て
か
ゝ
り
し
か
ば
、
其
余

の
者
も
面
々
に
刀
を
ふ
る
ひ
て
む
か
ひ
た
り
。
波
門
月
の
光
り
に
て
大
男
が
面

を
見
る
に
、
此
者
は
彼
藤
六
な
り
け
れ
ば
、
大
に
よ
ば
ゝ
り
て
い
は
く

﹃
復
讐
奇
談　
安
積
沼
﹄
第
六
条

趙
霓
何
心
ナ
ク
、
只
一
人
傘
ヲ
杖
ト
乄
静
ニ
石
岩
橋
ニ
掛
ケ
ル
時
、
李
澤
ソ
レ

ト
見
テ
ケ
レ
バ
、
相
圖
ノ
短
笛
ヲ
取
テ
吹
ヿ
一
声
、
忽
両
方
ノ
橋
端
、
其
外
湖

岸
ノ
蘆
葦
中
ヨ
リ
思
々
ニ
走
出
テ
、
趙
霓
ヲ
真
中
ニ
引
包
、
一
言
ノ
問
答
ニ
モ

及
バ
ズ
、
前
後
左
右
ヨ
リ
抓
付
テ
引
倒
ト
ス
。
趙
霓
思
掛
ナ
キ
ヿ
ナ
レ
ト
モ
少

モ
動
ゼ
ズ
。
狼
腰
ヲ
撚
テ
取
付
タ
ル
者
ヲ
橋
上
ニ
打
轉
セ
、
左
右
ノ
手
ニ
ス
ガ

リ
タ
ル
敵
ヲ
引
寄
〳
〵
力
ニ
任
セ
投
タ
リ
ケ
レ
バ
、
思
ズ
知
ズ
欄
干
ヲ
打
越
テ

湖
水
ニ
撞
ト
打
込
ダ
リ
。
李
澤
之
ヲ
見
テ
迚
モ
力
業
ニ
テ
ハ
叶
ジ
ト
思
ヒ
、
剣

ヲ
抜
テ
走
カ
ヽ
リ
シ
カ
バ
、
残
シ
者
共
モ
面
々
ニ
剣
ヲ
振
テ
一
斉
ニ
切
テ
カ
ゝ

ル
。
趙
霓
月
明
ニ
李
澤
ナ
リ
ト
見
定
ケ
レ
バ
、
大
ニ
吼
一
声

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
五
上
﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
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こ
の
よ
う
に
、
両
者
に
は
傍
線
部
で
引
い
た
箇
所
の
文
言
、
そ
し
て
話
の
展
開

に
明
確
な
利
用
の
痕
が
見
ら
れ
る
。

﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄
と
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
話
と
で
は
、
隣
家
の
女
性
と
恋

に
落
ち
る
こ
と
、
逢
瀬
を
重
ね
る
こ
と
、
そ
し
て
文
鎮
を
用
い
た
手
紙
の
や
り
取

り
と
い
っ
た
共
通
点
が
あ
る
。
京
伝
は
そ
こ
に
着
目
し
、
両
者
を
付
会
さ
せ
る
こ

と
で
﹁
狭
布
里
﹂
の
話
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。

更
に
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
の
後
半
部
、
二
人
が
心
中
し
て
道
濟
に
よ
っ
て

蘇
生
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
話
の
利
用
は
、﹃
安
積
沼
﹄
の
終
盤
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

波
門
は
囚
わ
れ
て
い
た
許
嫁
の
鬘
児
を
救
い
出
す
が
、
二
人
は
海
に
投
げ
出
さ

れ
て
し
ま
い
、
波
門
が
鬘
児
を
岸
に
引
き
上
げ
た
と
き
に
は
既
に
息
絶
え
て
い

た
。
そ
こ
で
、
波
門
は
か
つ
て
尼
僧
か
ら
受
け
取
っ
た
霊
香
を
焚
く
。

③
鬘
児
を
蘇
生
す
る
場
面

か
つ
ら
こ
を
か
き
あ
げ
て
、
磯
ば
た
に
ふ
さ
し
め
、
按
腹
し
て
水
を
吐
せ
む
と

し
︵
中
略
︶
香
炉
に
火
を
う
つ
し
て
、
か
の
霊
香
を
た
き
、
死
骸
の
顔
に
さ
し

つ
く
れ
ば
、
奇
哉
妙
哉
、
馥
郁
た
る
香
気
鼻
中
に
入
る
と
ひ
と
し
く
、
か
つ
ら

こ
忽
眼
を
ひ
ら
き
、
只
夢
の
さ
め
た
る
が
ご
と
く
に
甦
醒
て
お
き
上
り
、
元
気

平
日
に
か
は
る
こ
と
な
し
。

﹃
復
讐
奇
談　
安
積
沼
﹄
第
九
、
第
十
条

︵
道
濟
は
︶
自
ラ
香
ヲ
炷
テ
高
声
ニ
誦
乄
曰
︵
中
略
︶
誦
声
未
終
ニ
忽
堂
ニ
一

陣
ノ
清
風
颯
ト
吹
起
リ
、
香
烟
ヲ
巻
テ
斜
ニ
二
人
ノ
屍
ノ
鼻
ノ
中
ニ
吹
入
ル
ゝ

ト
見
ヘ
シ
ガ
、
忽
然
ト
乄
一
度
ニ
大
ニ
叫
ブ
ヿ
一
声
其
マ
ゝ
口
中
ヨ
リ
水
ヲ
吐

出
ス
ヿ
數
斗
、
須
臾
ニ
目
ヲ
開
テ
起
上
リ

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
五
上
﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄
か
ら
の
利
用
箇
所
だ
け
で
は
分

か
ら
な
い
が
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
の
挿
話
を
踏
ま
え
て
﹃
安
積
沼
﹄
を

捉
え
直
す
と
、
次
頁
の
︻
図
1
︼
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、︿
通
俗
本
﹀
か
ら
小
話

を
取
り
出
し
て
分
割
し
、
そ
の
間
に
他
の
小
話
を
付
会
さ
せ
る
こ
と
で
、
短
編
の

︿
通
俗
本
﹀
の
話
を
、︿
読
本
﹀
と
し
て
長
編
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。

こ
れ
は
、﹃
忠
臣
水
滸
伝
﹄
が
浄
瑠
璃
の
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄
に
添
わ
せ
る

こ
と
で
長
編
構
造
を
獲
得
し
た
の
と
は
別
の
方
法
で
、
京
伝
が
︿
後
期
読
本
﹀
の

長
編
化
を
試
行
錯
誤
し
た
痕
跡
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
本
作
に
お
け
る
こ
う
し
た
枠
組
み
は
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
り
、
京
伝
が

︿
後
期
読
本
﹀
の
長
編
構
造
を
確
立
さ
せ
る
の
は
次
作
﹃
優
曇
華
物
語
﹄
と
な
る
。

そ
の
失
敗
の
理
由
と
し
て
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
挿
話
の
位
置
。
お
秋
に
関
わ
る
場
面
は
作
中
の
中
盤
で
あ
り
、
物
語

の
長
編
化
を
図
る
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
に
は
出
遅
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
登
場
人
物
の
対
応
で
あ
る
。﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
と
﹃
安
積
沼
﹄

に
お
け
る
登
場
人
物
を
対
比
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
引
用
①
と
②
の
場
面

で
は
、
王
宣
教
・
趙
霓
―
山
井
波
門
、
陶
秀
玉
―
お
秋
、
家
に
忍
び
込
む
趙
霓
―
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現
西
、
村
の
な
ら
ず
者
と
し
て
李
澤
―
藤
六
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
ま

た
、
引
用
③
の
場
面
で
は
王
宣
教
・
道
濟
―
山
井
波
門
、
陶
秀
玉
―
鬘
児
、
と
な

る
。
し
か
し
、
役
割
が
一
部
重
複
し
て
い
る
こ
と
や
、
女
性
が
二
つ
の
場
面
で
別

の
人
物
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
等
の
粗
雑
さ
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
狭
布
里
の

話
は
話
の
本
筋
と
な
る
敵
討
ち
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
一
つ
の
︿
通
俗

本
﹀
の
話
が
、
前
半
部
と
後
半
部
で
の
繋
が
り
も
な
く
、
別
々
の
独
立
し
た
挿
話

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

第
三
に
、
複
数
の
小
話
を
結
び
付
け
る
存
在
の
脆
弱
さ
で
あ
る
。
短
編
集
に
近

い
性
質
を
持
つ
﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄
や
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
で
は
、
作
中
に
起
こ

る
様
々
な
事
件
を
解
決
す
る
人
知
を
超
え
た
存
在
﹁
超
越
者
﹂
と
し
て
、
名
裁
き

を
下
す
包
公
や
、
法
力
を
用
い
る
道
濟
が
い
る
。﹃
安
積
沼
﹄
で
も
そ
れ
に
倣
っ

て
、
作
中
の
因
果
因
縁
を
解
い
て
物
語
を
導
く
了
然
尼
が
い
る
の
だ
が
、
彼
女
の

登
場
は
主
に
序
盤
の
ご
く
僅
か
な
も
の
に
留
ま
っ
て
お
り
、﹃
安
積
沼
﹄
を
構
成

す
る
二
つ
の
大
筋
︿
一
．
山
井
波
門
の
話
﹀
と
︿
二
．
小
鱃
小
平
次
の
話
﹀
と
が

殆
ど
関
わ
り
合
う
こ
と
な
く
進
行
し
て
し
ま
い
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
収
束
し
得

な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
長
編
構
造
の
確
立
と
い
う
点
で
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
﹃
安
積
沼
﹄

で
あ
る
が
、︿
通
俗
本
﹀
の
一
小
話
を
分
割
し
、
間
に
複
数
の
挿
話
を
盛
り
込
ん

で
長
編
化
を
図
る
と
い
う
、
単
な
る
借
用
で
は
な
い
使
わ
れ
方
を
試
み
た
一
面
も

窺
え
る
。

こ
れ
ら
の
失
敗
を
踏
ま
え
た
作
品
が
、
三
作
目
の
﹃
優
曇
華
物
語
﹄
だ
っ
た
。

前
述
し
た
全
集
の
中
で
徳
田
武
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
の
大
枠
は

﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄
の
﹁
石
獅
子
﹂
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
﹁
石
獅
子
﹂
も

ま
た
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
と
同
様
に
話
が
二
つ
に
分
割
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
。
村
が
洪
水
に
襲
わ
れ
一
人
の
若
者
を
救
っ
て
養
子
に
迎
え
入
れ
る
前
半
部
、

そ
の
養
子
が
家
に
害
を
も
た
ら
し
最
終
的
に
討
た
れ
る
後
半
部
で
あ
る
。

︻
図
1
︼
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、︿
通
俗
本
﹀
か
ら
の
話
の
利
用
が
散
ら
か
っ
た

﹃
安
積
沼
﹄
と
は
対
照
的
に
、﹃
優
曇
華
物
語
﹄
中
に
お
け
る
﹁
石
獅
子
﹂
は
物
語

の
発
端
と
収
束
に
置
か
れ
、
そ
の
間
に
三
つ
の
小
話
が
展
開
し
、
最
終
的
に
﹁
超

越
者
﹂
金
鈴
道
人
の
導
き
の
下
で
︿
敵
討
ち
﹀
を
主
軸
と
し
た
一
つ
の
物
語
が
完

結
す
る
と
い
う
、︿
後
期
読
本
﹀
に
求
め
ら
れ
て
い
た
長
編
構
造
が
確
立
さ
れ
た
。

図
1﹃

安
積
沼
﹄

﹃
優
曇
華
物
語
﹄

◦
敵
討
ち
の
発
端

◦
敵
討
ち
の
発
端
﹃
孝
粛
伝
﹄

　
　

←

　
　

←

◦
狭
布
の
里
︵
お
秋
︶

◦
望
月
家
の
話

　

イ
．
布
を
用
い
た
密
通
﹃
孝
粛
伝
﹄

◦
渥
美
家
の
話

　

ロ
．
逢
瀬
の
言
葉
﹃
醉
菩
提
全
伝
﹄

◦
来
海
家
の
話

　

ハ
．
悪
僧
に
よ
る
強
殺
﹃
孝
粛
伝
﹄
　

※
全
て
の
小
話
で
共
通
す
る
仇
が
登
場

　

ニ
．
冤
罪
が
晴
れ
る
﹃
孝
粛
伝
﹄

　
　

←

　

ホ
．
帰
路
の
襲
撃
﹃
醉
菩
提
全
伝
﹄

◦
仇
の
誅
殺
﹃
孝
粛
伝
﹄

　
　
　

※
仇
が
関
わ
ら
な
い
挿
話

　
　

←

◦
鬘
児
の
蘇
生
﹃
醉
菩
提
全
伝
﹄

　
　

←

◦
仇
の
誅
殺
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以
上
よ
り
、
読
本
の
形
成
期
に
お
い
て
京
伝
は
、
既
に
あ
る
︿
通
俗
本
﹀
の
一

小
話
を
分
け
、
そ
の
間
に
複
数
の
話
を
肉
付
け
す
る
こ
と
で
読
本
の
長
編
化
を
獲

得
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

三
、『
桜
姫
全
伝 

曙
草
紙
』
に
お
け
る
利
用

本
作
の
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
の
利
用
箇
所
は
、
先
行
研
究
で
十
分
な
検

証
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
手
短
に
紹
介
に
留
め
る
。
山
口
剛
氏
は
、﹁
京
傳
が

こ
の
く
だ
り
に
﹃
醉
菩
提
傳
﹄
を
参
照
し
た
こ
と
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
宗
雄

が
櫻
姫
に
贈
つ
た
詩
、
翩
々
雙
蛟
蝶　

時
入
苑
中
花　

相
見
撫
琴
坐　

西
隣
是
卓

家　

は
ま
さ
し
く
﹃
醉
菩
提
傳
﹄
に
見
る
も
の
で
あ
つ
た
﹂
と
指
摘
し
て
お
り

7

、

該
当
箇
所
で
用
い
ら
れ
る
漢
詩
は
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
の
も
の
と
一
致
す
る
。

ま
た
、
長
尾
直
茂
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹃
曙
草
紙
﹄
の
伴
宗
雄
の
人
物
描
写
に

は
王
宣
教
の
そ
れ
と
同
じ
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る

8

。

一
方
で
、
こ
う
し
た
文
言
な
ど
細
部
で
は
︿
通
俗
本
﹀
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、

︿
通
俗
本
﹀
を
典
拠
と
し
た
挿
話
の
割
合
が
初
期
作
に
比
べ
て
減
少
し
て
お
り
、

こ
れ
は
次
作
﹃
昔
語　
稲
妻
表
紙
﹄︵
文
化
三
︵
一
八
〇
六
︶
年
︶
以
降
も
続
く
。

こ
の
よ
う
に
、
京
伝
は
﹃
優
曇
華
物
語
﹄
で
︿
通
俗
本
﹀
を
介
し
て
︿
後
期
読

本
﹀
の
枠
組
み
を
確
立
さ
せ
た
後
、
主
に
本
朝
の
典
拠
を
挿
話
と
し
て
用
い
る
こ

と
が
多
く
な
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
黄
表
紙
作
家
で
あ
っ
た
京
伝
が
意
識
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
読
者
層
＝
一
般
大
衆
に
と
っ
て
、︿
通
俗
本
﹀
よ
り
も
身
近
で
馴

染
み
の
あ
る
︿
既
知
﹀
の
典
拠
を
用
い
て
そ
こ
に
改
変
を
加
え
る
こ
と
で
、
読
者

が
知
っ
て
い
る
は
ず
の
話
を
︿
未
知
﹀
の
も
の
に
転
じ
よ
う
と
し
た
彼
の
草
紙
作

家
ら
し
い
執
筆
態
度
に
拠
る
と
推
察
す
る

9

。

こ
の
よ
う
に
、
読
本
様
式
の
確
立
か
ら
展
開
期
に
お
い
て
の
京
伝
読
本
で
は
、

︿
通
俗
本
﹀
か
ら
距
離
を
取
っ
て
作
品
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
、『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
に
お
け
る
利
用

そ
の
流
れ
の
中
で
、
九
作
目
の
﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
は
、﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂

の
名
を
冠
す
る
よ
う
に
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
に
登
場
す
る
道
濟
を
、
一
休
に

仮
託
し
た
本
朝
の
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

京
伝
自
身
も
そ
の
﹁
凡
例
﹂
に
、﹁
道
濟
禅
師
一
代
ノ
事
跡
。
甚
一
休
和
尚
ト

相
似
タ
リ
。
見
ン
人
合
セ
考
ウ
ベ
シ
﹂
と
書
き
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
作
で

は
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
の
利
用
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、
山
口
剛
氏

が
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
巻
之
一
﹁
善
悪
因
果
序
品
﹂
の
始
ま
り
が
﹃
通
俗
酔

菩
提
全
伝
﹄
冒
頭
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
﹁
た
ゞ
一
休
を
本
朝
道
濟
と
見

る
點
に
於
て
の
み
、
そ
の
題
名
の
許
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
﹂

0

と
述
べ
て
い
る
。

山
口
氏
の
指
摘
す
る
冒
頭
と
注
11
で
ふ
れ
る
一
場
面
の
描
写
に
は
﹃
通
俗
酔
菩

提
全
伝
﹄
か
ら
の
利
用
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
挿
話
と
し
て
の
利
用
は
管
見
す
る

限
り
見
ら
れ
な
い

!

。
作
中
に
お
け
る
一
休
に
関
す
る
挿
話
の
典
拠
は
、
二
村
文
人

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、﹃
一
休
咄
﹄
を
始
め
と
し
た
一
休
説
話
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る

@

。

そ
う
な
る
と
京
伝
は
、
題
名
に
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂
と
冠
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
の
直
接
の
翻
案
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
。
恐
ら
く
京
伝
は
、
数
あ
る
一
休
説
話
の
中
か
ら
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
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に
収
録
さ
れ
る
話
に
近
し
い
も
の
を
選
定
し
、
そ
れ
を
︿
通
俗
本
﹀
寄
り
で
は
な

く
、
本
朝
の
典
拠
を
も
と
に
作
中
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
本
作
は
あ
く
ま
で
本
朝
の
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂
で
あ
り
、
一
休
に
道

濟
と
同
じ
逸
話
を
な
ぞ
ら
せ
て
も
意
味
が
な
い
。﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
話
か

ら
丸
取
り
し
て
し
ま
う
と
、
一
人
の
登
場
人
物
の
生
涯
を
描
く
読
本
ジ
ャ
ン
ル

︿
一
代
記
も
の
﹀
と
し
て
も
ぶ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
京
伝
は
敢
え
て
﹃
通
俗
酔
菩

提
全
伝
﹄
で
は
な
く
、
我
が
国
の
一
休
に
関
わ
る
説
話
や
謡
曲
を
典
拠
と
す
る
こ

と
で
、
道
濟
の
行
状
と
差
別
化
し
、
本
朝
の
一
休
に
よ
る
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂
と
し

て
読
本
化
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
話
を
利
用
せ
ず
に
、
何
を
以
て
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂

と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
高
僧
が
作
中
で
数
多
く
展
開
さ
れ
る
事
件
の
解
決
を
し

て
回
る
物
語
の
︿
枠
組
み
﹀
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

し
か
し
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
は
、
道
濟
が
赴
く
先
で
事
件
に
遭
遇
し
、
解

決
し
て
い
く
短
編
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
長
編
物
語
構
造
が
求
め
ら
れ
る

︿
後
期
読
本
﹀
に
は
適
さ
な
い
。
一
方
で
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
で
は
、
道
濟
同

様
に
、
一
休
が
作
中
で
起
こ
る
複
数
の
事
件
に
関
わ
っ
て
解
決
へ
と
導
く
展
開
の

共
通
性
が
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
中
四
つ
の
小
話
が
互
い
に
絡
み
合
う

長
編
構
造
を
有
し
て
い
る
。

本
来
な
ら
長
編
の
読
本
に
適
さ
な
い
は
ず
の
︿
枠
組
み
﹀
を
、
京
伝
は
ど
の
よ

う
に
し
て
自
分
の
読
本
の
中
に
落
と
し
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
道
濟
と

一
休
の
人
物
造
形
と
作
中
に
お
け
る
役
割
を
、︻
図
2
︼
の
よ
う
に
比
較
す
る
と

見
え
て
く
る
。

こ
の
表
で
は
、
両
者
は
、
法
力
を
使
う
前
に
酒
を
嗜
み
、
考
え
が
あ
っ
て
の
奇

行
を
取
る
共
通
点
が
あ
る
反
面
、
作
中
の
話
に
対
す
る
関
わ
り
方
で
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
休
と
道
濟
、
つ
ま
り
物
語
に
お
け
る
﹁
超
越
者
﹂
の
立

ち
位
置
で
あ
る
。

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
場
合
は
、
殆
ど
の
話
が
道
濟
視
点
で
進
む
。
そ
し
て
、

数
々
の
問
題
を
彼
の
人
間
離
れ
し
た
法
力
で
解
決
し
て
い
く
話
の
繰
り
返
し
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
単
調
な
展
開
の
連
続
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
道
濟
が
︿
主
﹀

と
な
っ
て
事
件
に
当
た
り
、
他
の
登
場
人
物
は
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
受
動
的
に

事
の
流
れ
に
身
を
委
ね
て
解
決
を
待
つ
︿
従
﹀
の
関
係
性
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
場
合
は
、
一
休
で
は
な
く
、
作
中
で
展
開

さ
れ
る
四
つ
の
物
語
世
界
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
人
物
視
点
で
物
語
が
進
行
さ
れ
る
。

そ
の
中
で
、
一
休
は
時
に
正
体
を
伏
せ
な
が
ら
作
中
随
所
で
彼
ら
を
見
守
り
、
解

決
へ
と
導
く
裏
方
に
徹
し
て
お
り
、
物
語
と
し
て
は
小
話
の
主
要
人
物
ら
が
︿
主
﹀

図
2

道　

濟

一　

休

共
通
点

①
大
酒
呑
み
で
法
事
の
前
に
嗜
む

②
考
え
が
あ
っ
て
の
奇
行
を
と
る

作
中
で
の

関
わ
り
方

◦
登
場
人
物
ら
に
仏
果
を
与
え
る

◦
一
話
完
結
式
。
各
話
の
繋
が
り

皆
無

◦
濟
顛
の
超
常
者
ぶ
り
に
焦
点

 

︵
登
場
人
物
ら
は
受
動
的
︶

◦
登
場
人
物
に
仏
果
を
与
え
る

◦
各
小
世
界
を
渡
り
、
登
場
人
物

ら
を
導
い
て
結
び
つ
け
る
役
割

を
果
た
す

 

︵
登
場
人
物
ら
は
能
動
的
︶
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と
な
っ
て
能
動
的
に
事
件
の
収
束
を
目
指
し
て
物
語
を
動
か
し
、
一
休
が
彼
ら
の

危
機
を
救
い
、
解
決
へ
の
最
後
の
一
押
し
を
す
る
と
い
う
、
事
件
解
決
に
お
け
る

︿
副
﹀
の
立
ち
位
置
に
留
ま
っ
て
い
る
点
で
、
道
濟
と
対
照
的
で
あ
る
。

加
え
て
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
で
は
小
話
と
小
話
の
間
に
繋
が
り
が
あ
る
こ

と
が
稀
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
作
り
が
明
快
で
、
多
く
の
話
を
作
中
に
盛
り

込
む
短
編
集
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
で
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄

で
は
、
四
つ
の
物
語
世
界
の
間
に
相
関
関
係
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
高
僧
が

淡
々
と
登
場
人
物
へ
仏
果
を
与
え
る
よ
う
な
短
編
形
式
に
は
な
ら
ず
、
四
つ
の
物

語
世
界
が
並
行
し
て
進
み
、
最
終
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
話
が
一
休
を
通
し
て
結
び
付

け
ら
れ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
結
末
へ
と
収
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

更
に
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
に
は
無
く
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
長
編
性
を

支
え
る
存
在
と
し
て
、
作
中
全
般
に
登
場
し
、
一
休
同
様
に
四
つ
の
物
語
世
界
全

て
に
関
与
す
る
、
共
通
の
﹁
悪
人
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
力
が
使
え
る
万
能
性
を

有
し
、
ま
た
善
側
に
位
置
す
る
一
休
を
物
語
の
随
所
に
登
場
さ
せ
て
導
か
せ
る
こ

と
は
、
と
き
に
ご
都
合
主
義
的
な
不
自
然
さ
を
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
一
休
の
登

場
は
物
語
の
要
所
々
々
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
、
散
漫
な
用
い
ら
れ

方
で
あ
る
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
本
作
の
構
成
を
論
じ
る
上
で
批
判
の
対
象
と

な
っ
て
い
た

#

。
し
か
し
実
際
に
は
、
四
つ
の
話
に
共
通
す
る
﹁
悪
人
﹂
が
、
一
休

不
在
の
段
で
登
場
し
て
主
要
人
物
ら
へ
悪
事
を
働
く
こ
と
で
、
彼
ら
に
行
動
の
動

機
を
与
え
て
物
語
を
進
行
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
﹁
超
越

者
﹂
と
﹁
悪
人
﹂、
二
つ
の
対
と
な
る
存
在
が
、
物
語
の
導
き
手
と
し
て
互
い
に

補
完
し
合
う
こ
と
で
各
物
語
世
界
、
延
い
て
は
物
語
全
体
が
支
え
ら
れ
た
こ
と

で
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
と
は
異
な
り
﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
は
長
編
性
を
獲

得
し
た
の
で
あ
る

$

。

な
お
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、﹃
安
積
沼
﹄、﹃
曙
草
紙
﹄、﹃
本
朝
酔
菩

提
全
伝
﹄
の
全
て
で
共
通
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄

の
一
編
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
で
あ
る
。
京
伝
は
な
ぜ
、
こ
の
話
を
度
々
用
い

た
の
か
。
長
尾
氏
は
、
こ
の
話
が
︿
通
俗
本
﹀
の
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
と
、
そ

の
も
と
に
な
っ
た
︿
白
話
小
説
﹀﹃
濟
顛
大
師
酔
菩
提
全
伝
﹄
と
で
異
な
る
箇
所

が
あ
る
と
中
村
幸
彦
氏
の
論
を
引
く
形
で
、
話
が
﹁
二
人
の
馴
れ
初
め
か
ら
説
き

起
こ
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
原
本
に
は
そ
の
挿
話
が
な
く
、
二
人
が
心
中
し
た
と

こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
原
本
の
一
つ
に
同
様

の
話
が
あ
る
、
ま
た
は
通
俗
物
で
新
た
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
論

を
立
て
て
い
る

%

。

実
際
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
は
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
中
で
も
異
色
の
構

成
を
持
つ
小
話
で
あ
る
。
前
掲
し
た
︻
図
2
︼
の
よ
う
に
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄

で
は
、
道
濟
の
視
点
で
物
語
が
進
行
し
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
は
問
題
に
巻
き
込

ま
れ
て
も
解
決
に
は
乗
り
出
さ
ず
、
道
濟
に
任
せ
る
と
い
う
受
動
的
な
話
の
構
成

を
持
つ
。
し
か
し
、﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
で
は
、
後
半
部
の
入
水
し
た
宣
教
と

秀
玉
の
亡
骸
を
両
家
の
者
た
ち
が
悼
む
場
面
で
、
脈
絡
も
な
く
唐
突
に
道
濟
が
登

場
し
、
蘇
生
を
し
て
い
る
。
道
濟
が
一
切
関
わ
ら
な
い
前
半
部
で
は
、
宣
教
と
秀

玉
は
そ
れ
ぞ
れ
能
動
的
に
結
ば
れ
よ
う
と
動
い
て
い
る
点
で
も
、
こ
の
話
は
他
と

は
様
相
を
異
と
す
る
。



一
〇

山
東
京
伝
の
読
本
に
お
け
る
︿
通
俗
本
﹀
の
利
用
と
変
化
︵
小
林
︶

こ
う
し
た
人
物
の
心
情
を
よ
く
描
き
、
人
情
に
訴
え
る
よ
う
な
話
の
作
り
は
、

む
し
ろ
浄
瑠
璃
や
京
伝
読
本
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
話
は

京
伝
の
読
本
の
中
で
度
々
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。﹃
通
俗
酔
菩
提
全

伝
﹄、
特
に
﹁
宣
教
秀
玉
雙
憐
花
﹂
は
彼
に
与
え
る
影
響
が
特
に
大
き
い
話
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
で
は
一
休
を
敢
え
て
前
面
に
出
さ
ず
、

そ
れ
ま
で
の
京
伝
読
本
と
同
じ
く
、
受
難
に
遇
う
人
々
に
主
眼
を
当
て
て
物
語
を

進
行
さ
せ
る
形
式
を
取
っ
た
。
ま
た
、
観
音
の
よ
う
な
高
位
の
﹁
超
越
者
﹂
は
、

そ
の
万
能
さ
故
に
、
作
中
の
冒
頭
と
結
び
に
し
か
登
場
し
得
な
か
っ
た
が
、
本
作

で
は
道
濟
の
よ
う
に
俗
伝
が
多
い
、﹁
人
間
﹂
と
従
来
の
﹁
超
越
者
﹂
の
両
方
の

性
質
を
持
つ
一
休
を
据
え
た
。
結
果
、
彼
は
作
中
様
々
な
場
面
で
自
由
に
登
場
す

る
こ
と
が
で
き
る
﹁
超
越
者
﹂
と
な
り
、
一
休
の
行
状
を
描
く
︿
一
代
記
も
の
﹀

と
し
て
成
立
し
た
。
短
編
的
性
格
を
持
つ
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
を
、︿
読
本
﹀

と
し
て
の
﹁
酔
菩
提
全
伝
﹂
に
昇
華
さ
せ
た
京
伝
の
こ
う
し
た
技
法
は
、
も
っ
と

評
価
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る

^

。

そ
し
て
、﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
を
経
て
出
さ
れ
た
京
伝
読
本
の
最
終
作
﹃
双

蝶
記
﹄︵
文
化
十
︵
一
八
一
三
︶
年
︶
で
は
、
や
は
り
﹃
曙
草
紙
﹄
以
降
の
例
に

も
れ
ず
︿
通
俗
本
﹀
か
ら
の
挿
話
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
ま
で

作
中
の
因
果
因
縁
を
束
ね
て
大
団
円
へ
と
導
く
た
め
に
︿
読
本
﹀
の
長
編
構
造
を

支
え
る
の
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
、
人
知
を
超
え
た
物
語
の
導
き
手
﹁
超
越
者
﹂
を

も
登
場
さ
せ
ず
に
、﹁
人
﹂
の
手
に
よ
っ
て
作
中
の
因
果
因
縁
が
収
束
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

五
、
終
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
利
用
の
見
ら
れ
る
三
つ
の
京
伝
読
本
を

取
り
上
げ
、
そ
の
利
用
形
態
を
追
っ
て
き
た
。︿
通
俗
本
﹀
を
下
敷
き
に
始
ま
っ

た
京
伝
読
本
は
、
小
話
の
利
用
か
ら
、
趣
向
や
表
現
の
引
用
へ
、
そ
し
て
︿
通
俗

本
﹀
の
枠
組
み
を
︿
読
本
﹀
に
落
と
し
込
む
に
至
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
依
存
の
比

重
を
減
ら
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
伝
読
本
の
中
で
用
い
ら
れ
る
挿
話
の
典
拠
が
、
作
品
を
追
う

ご
と
に
漢
籍
由
来
の
も
の
か
ら
本
朝
の
も
の
へ
と
移
っ
て
い
く
様
子
は
、
読
本
の

確
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
︿
通
俗
本
﹀
か
ら
独
り
立
ち
し
て
、
我
が
国
の
新
た
な

文
芸
様
式
と
し
て
確
立
、
熟
成
さ
れ
て
ゆ
く
流
れ
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

注1

　

 

山
口
剛
氏
や
小
池
藤
五
郎
氏
を
始
め
、
多
く
の
研
究
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
水
野
稔
氏
編
﹃
山
東
京
伝
全
集
﹄︵
ぺ
り
か
ん
社
、
十
五
巻　
一
九
九
四
年
一

月
／
十
六
巻　
一
九
九
七
年
四
月
／
十
七
巻　
二
〇
〇
三
年
四
月
︶
の
徳
田
武
氏
﹁
解

題
﹂
に
詳
し
い
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
﹃
復
讐
奇
談　
安
積
沼
﹄、﹃
本
朝
酔
菩
提

全
伝
﹄
の
引
用
は
本
書
に
拠
る
。

　
2

　
 

注1

に
同
じ
。
第
十
五
巻
の
五
七
四
頁
参
照
。

　

3
　

 
大
高
洋
司
氏
﹃
読
本
善
本
叢
刊　
忠
臣
水
滸
伝
﹄︵
和
泉
書
院
、
一
九
九
八
年
十
月
︶

﹁
解
題
﹂
四
五
二
頁
よ
り
引
用
。

　

4

　

 

注3
に
同
じ
。
四
五
五
頁
よ
り
引
用
。

　

5

　

 

注1
に
同
じ
。
第
十
五
巻
の
五
八
三
頁
よ
り
引
用
。



一
一

山
東
京
伝
の
読
本
に
お
け
る
︿
通
俗
本
﹀
の
利
用
と
変
化
︵
小
林
︶

　
6

　

 

本
稿
に
お
け
る
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
引
用
は
、
中
村
幸
彦
氏
編
﹃
白
話
小
説

翻
訳
集　
第
一
巻
﹄︵
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
九
月
︶
に
拠
る
。

　

7
　

 
山
口
剛
氏
﹃
山
口
剛
著
作
集　
第
二
﹄︵
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
五
月
︶

一
六
四
頁
よ
り
引
用
。

　

8

　

 

長
尾
直
茂
氏
﹁
山
東
京
伝
の
中
国
小
説
受
容　

―
﹁
通
俗
物
﹂
の
介
在
を
論
ず
―
﹂

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
﹃
國
語
國
文
﹄
第
六
十
四
巻　
第
十
二

号
︵
中
央
図
書
出
版
、
一
九
九
五
年
一
二
月
︶
の
四
五
頁
参
照
。

　

9

　

 

こ
う
し
た
典
拠
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
京
伝
読
本
五
作
目
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄

の
︿
妖
怪
も
の
﹀
挿
絵
の
典
拠
と
描
か
れ
方
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
拙
稿
﹁
山

東
京
伝
﹃
善
知
安
方
忠
義
伝
﹄
―
挿
絵
と
趣
向
―
﹂
早
稲
田
大
学
﹃
教
育
学
研
究

科
紀
要
︵
別
冊
︶
三
〇
号
―
一
﹄︵
二
〇
二
二
年
九
月
︶
に
て
論
じ
た
。

　

0

　

 

注7

に
同
じ
。
一
八
〇
、
一
八
七
頁
を
参
照
。

　

!

　

 

山
口
氏
の
他
に
も
小
池
藤
五
郎
氏
は
﹃﹃
山
東
京
傳
の
研
究
﹄︵
岩
波
書
店
、

一
九
三
五
年
十
二
月
︶
の
四
八
三
頁
で
、
侘
助
・
小
田
井
の
戀
愛
が
﹁
宣
教
秀
玉

雙
憐
花
︵
①
︶﹂
に
、
小
田
井
に
宿
る
犬
の
怨
念
を
祓
う
話
が
﹁
濟
顛
裸
治
處
女
癆

︵
②
︶﹂
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
長
尾
氏
が
注8

の

四
六
頁
で
﹁
地
獄
心
解
品
第
七
﹂︶
の
大
筋
が
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
巻
の
二
﹁
濟

顛
雪
夜
宿
娼
家
︵
③
︶﹂
に
拠
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
①
の
﹁
宣
教
秀
玉
雙

憐
花
﹂
と
本
作
の
間
で
は
人
物
対
応
に
共
通
性
が
乏
し
い
。
一
方
で
、
野
晒
悟
助

が
な
ら
ず
者
た
ち
を
追
い
払
う
場
面
で
の
文
言
に
、
本
稿
で
も
引
い
た
趙
霓
と
李

澤
の
場
面
と
の
一
致
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、﹃
曙
草
紙
﹄
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、︿
通
俗
本
﹀
の
小
話
で
は
な
く
、
文
言
を
流
用
し
た
利
用
法
に
該
当
す
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
②
と
③
も
、
話
の
展
開
が
作
中
と
大
き
く
異
な
る
た
め
、
一
休
説

話
に
近
似
す
る
も
の
と
し
て
着
目
さ
れ
た
話
で
は
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
も
述
べ
た

よ
う
に
直
接
の
典
拠
と
し
て
寄
せ
ら
れ
た
の
は
一
休
説
話
で
あ
ろ
う
。

　

@

　

 ﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
に
お
け
る
一
休
説
話
の
利
用
は
、
二
村
文
人
氏
﹁
一
休
説

話
の
系
譜
﹂
―
﹃
本
朝
酔
菩
提
﹄
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵﹃
日
本
文
学　
始
源
か
ら
現
代

へ
﹄
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
九
月
︶
に
詳
し
い
。

　

#

　

 

山
口
氏
の
注7

の
一
八
五
か
ら
一
八
六
頁
、小
池
氏
の
注!

の
四
八
六
頁
を
参
照
。

　

$

　

 

拙
稿
﹁﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
再
検
証
―
岩
芝
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂﹃
近
世
文
藝
﹄

第
一
一
六
号
︵
日
本
近
世
文
学
会
、
二
〇
二
二
年
七
月
︶
参
照
。

　

%

　

 

注8

の
四
四
か
ら
四
五
頁
を
参
照
。

　

^

　

 ﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄
と
近
い
時
期
の
読
本
に
、
曲
亭
馬
琴
﹃
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
﹄

︵
葛
飾
北
斎
画
、
前
集
五
巻
・
後
集
五
巻
、
文
化
八
、
九
︵
一
八
一
一
―
一
二
︶
年

刊
︶
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
鎌
倉
時
代
の
青
砥
藤
綱
を
主
人
公
に
し
た
裁
判
小
説

︿
比
事
も
の
﹀
で
あ
る
。
そ
の
中
に
︿
通
俗
本
﹀
の
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄、
ま
た

は
そ
の
原
典
に
当
た
る
︿
白
話
小
説
﹀﹃
濟
顛
大
師
酔
菩
提
全
伝
﹄
か
ら
取
っ
た
も

の
が
あ
る
と
徳
田
武
氏
は
﹁﹃
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
﹄
と
﹃
酔
菩
提
全
伝
﹄﹂︵﹃
日
本

古
典
文
学
会
々
報
﹄
八
十
二
号
、
一
九
八
〇
年
十
月
︶
の
八
頁
で
指
摘
し
て
い
る
。

本
作
は
、
前
集
五
巻
で
は
各
巻
で
一
つ
の
独
立
し
た
事
件
が
起
き
て
青
砥
藤
綱
が

裁
き
を
下
す
一
話
完
結
式
で
あ
り
、
後
集
は
五
巻
を
通
し
て
一
つ
の
事
件
を
扱
っ

て
い
る
よ
う
に
、
読
本
に
し
て
は
珍
し
い
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
作
品
の
軸
と
な

る
枠
組
み
は
、﹁
青
砥
藤
綱
に
よ
る
一
連
の
諸
問
題
の
解
決
﹂
で
あ
る
が
、
彼
の
﹁
超

越
者
﹂
と
し
て
の
性
質
は
、
次
頁
の
︻
図
3
︼
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、﹃
通
俗
孝
粛
伝
﹄

の
包
公
や
﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
の
道
濟
に
近
い
。
加
え
て
、
小
話
ご
と
に
繋
が

り
が
無
い
た
め
、
読
本
の
軸
と
な
る
長
編
性
に
欠
け
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
前
集

と
後
集
と
で
構
成
を
転
換
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
他
に
も
、︻
図
3
︼
か
ら
は
京

伝
と
馬
琴
が
、
各
々
の
読
本
の
中
に
取
り
込
も
う
と
し
た
挿
話
の
差
異
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
京
伝
は
、
読
者
︿
既
知
﹀
の
日
本
の
作
品
を
用
い
て
戯
作
的
な
書

き
方
を
行
い
、
一
休
に
各
小
話
を
結
び
付
け
さ
せ
る
こ
と
で
長
編
化
に
成
功
す
る

も
の
の
、
話
が
複
雑
化
し
て
難
読
と
な
り
売
れ
行
き
が
奮
わ
ず
続
編
が
未
刊
と
な
っ

て
い
る
。
一
方
の
馬
琴
は
、
読
者
に
な
じ
み
の
薄
い
︿
未
知
﹀
の
漢
籍
由
来
の
典

拠
を
用
い
、
一
事
件
完
結
で
明
解
な
構
成
に
し
た
も
の
の
、
長
編
構
造
を
保
て
ず

後
集
で
作
風
を
転
換
し
、
続
編
も
未
刊
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
人
は

同
時
期
に
﹃
通
俗
醉
菩
提
全
伝
﹄
を
用
い
た
読
本
で
対
と
も
言
え
る
成
功
と
失
敗

を
体
験
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
比
較
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
外

れ
る
た
め
、
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。



一
二

山
東
京
伝
の
読
本
に
お
け
る
︿
通
俗
本
﹀
の
利
用
と
変
化
︵
小
林
︶

図
3

﹃
通
俗
酔
菩
提
全
伝
﹄
﹃
本
朝
酔
菩
提
全
伝
﹄

﹃
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
﹄

中
心
人
物

道
濟
︵
濟
顛
︶

一
休
和
尚

青
砥
藤
綱

登
場

︵
話
の
視
点
︶

全
編

︵
濟
顛
視
点
︶

全
編

︵
各
登
場
人
物
視
点
︶

主
に
事
件
発
生
後
～

︵
各
登
場
人
物
視
点
︶

超
常
的
な
力

〇

〇

×

他
登
場
人
物

受
動
的

能
動
的

受
動
的

立
ち
回
り

行
く
先
で
起
き
た
問

題
を
法
力
で
解
決

登
場
人
物
に
よ
る
解
決

の
手
助
け
が
主

訴
え
を
受
け
る
か
、赴

い
た
先
で
事
件
に
遭

遇
し
、
藤
綱
が
裁
く
。

話
の
繋
が
り

な
し
。
一
話
完
結

あ
り
。
各
話
の
因
果
を

一
休
が
結
ぶ

な
し
。
一
事
件
完
結

利　

用

―

枠
組
み
を
利
用

　
　

↓︽
高
僧
一
代
記
︾
枠
組
み
が
近
似
。

巻
之
四
に
類
話
あ
り

典　

拠

―

和
書
︵
一
休
咄
、謡
曲
︶

　
　

↓
読
者
既
知

漢
籍
の
裁
判
小
説

　
　

↓
読
者
未
知

そ
の
後

―

後
編
未
刊

続
巻
未
刊


