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物
語
の
場
と
し
て
の
説
話
集

-
　
語
り
の
空
間
か
ら
読
み
の
空
間
へ
　
ー

一
は
じ
め
に
ー
物
語
の
場
と
説
話
集
-

物
語
の
場
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る
語
り
手
、
聞
き
手
、
語
ら
れ
る
話
題
の
三

要
素
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
や
相
互
の
関
係
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
様
々
な
形

態
を
見
せ
掛
け
る
Ⅲ
。
し
か
し
い
ま
、
問
題
を
、
場
と
そ
こ
で
語
ら
れ
る
話
題

と
の
関
係
に
絞
っ
て
と
ら
え
な
お
す
な
ら
ば
、
場
は
、
話
題
を
呼
び
起
こ
す
機

構
と
し
て
、
ま
ず
理
解
し
て
お
い
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

場
と
話
題
と
の
関
係
は
、
話
題
が
場
に
従
属
す
る
、
す
な
わ
ち
、
場
の
話
題

へ
の
規
制
の
側
面
を
強
調
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
一
方

で
、
場
を
性
格
付
け
る
要
素
が
、
話
題
を
呼
び
起
こ
す
契
機
と
な
る
場
合
が
あ

る
点
、
見
逃
し
が
た
い
。
そ
れ
は
、
院
政
期
の
貴
族
日
記
に
記
録
さ
れ
た
話
題

が
場
の
状
況
と
密
接
に
関
連
し
て
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
検
証
用
に
確
認

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
首
座
法
談
聞
書
抄
に
も
、
こ
れ
を
窺
う
材
料

は
あ
る
。
三
月
二
十
四
日
条
、
陀
羅
尼
晶
読
経
の
記
事
が
そ
れ
で
、
そ
こ
で

は
、
経
内
容
(
薬
王
菩
薩
、
法
華
経
一
偏
一
句
を
書
写
受
持
す
る
功
徳
を
問
う

に
、
仏
は
、
八
百
万
億
却
由
他
恒
河
沙
の
仏
を
供
養
す
る
功
徳
を
問
い
、
こ
れ

よ
り
勝
れ
る
と
答
え
る
。
)
を
説
話
化
し
た
記
述
に
続
き
、
あ
る
比
丘
尼
が
仏

竹
　
　
村
　
　
信
　
　
治

像
に
一
房
の
花
を
供
え
た
功
徳
を
問
お
う
と
し
て
五
通
を
得
た
聖
の
神
通
を
借

り
て
兜
率
天
に
至
り
弥
勒
か
ら
成
仏
の
記
別
を
与
え
ら
れ
た
、
と
の
話
題
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
陀
羅
尼
品
に
語
ら
れ
る
〝
功
徳
を
問
う
″
と
の
部
分

を
契
機
と
し
て
呼
び
起
こ
さ
れ
た
話
題
で
、
陀
羅
尼
晶
の
経
内
容
全
体
の
理
解

に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
講
経
の
場
に
従
属
せ
ず
、
経
内
容
の
一
部

に
触
発
さ
れ
た
連
想
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
首
座
法
談
の
場

は
、
経
内
容
の
解
説
だ
け
で
は
な
く
、
供
養
功
徳
称
揚
を
も
目
的
と
す
る
と
見

ら
れ
る
榊
か
ら
、
こ
の
連
想
疫
、
恐
ら
く
は
、
詩
経
の
場
の
目
的
(
供
養
功
徳

称
揚
)
　
の
影
響
下
に
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
、
場
は
、
規
制

と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
連
想
の
営
み
を
促
し
、
話
題
を
呼
び
起
こ

す
の
で
あ
る
。

注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
ほ
、
場
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
か
よ
う
に

し
て
始
動
す
る
連
想
の
営
み
で
あ
ろ
う
。
場
は
、
連
想
を
ゆ
る
す
。
そ
し
て
、

場
の
目
的
に
即
し
た
語
り
の
文
脈
に
直
接
的
に
従
属
し
な
い
話
題
を
も
導
く
。

こ
の
こ
と
は
、
〝
物
語
の
場
″
に
成
立
す
る
、
物
語
空
間
と
し
て
の
機
構
を
思

わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
場
は
、
そ
の
日
的
に
統
御
さ
れ
た
語
り
の
文
脈
を
指
と
し

て
話
題
を
導
き
、
さ
ら
に
、
文
脈
に
蝕
発
さ
れ
て
始
動
す
る
連
想
や
類
想
に
基



づ
く
話
題
を
も
受
け
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
全
体
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
勿

1
2
　
論
、
連
想
が
拡
散
を
結
果
さ
せ
、
場
の
目
的
を
無
化
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
。
ま

た
、
場
の
有
り
様
が
連
想
の
発
端
を
導
く
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
ら
を
も
含
め
、
場
は
、
そ
こ
へ
の
従
属
を
要
請
し
、
或
は
そ
こ
か
ら
の
連
想

を
促
し
、
両
者
の
危
う
い
緊
張
関
係
を
現
象
さ
せ
な
が
ら
、
話
題
を
呼
び
起
こ

す
、
そ
の
よ
う
な
機
構
と
し
て
あ
っ
た
と
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
、
場
と
話
題
の
関
係
を
、
場
の
語
り
の
文
脈
へ
の
従
属
と

こ
れ
を
契
機
と
す
る
連
想
の
う
ち
に
認
め
、
場
を
、
か
よ
う
な
話
題
を
つ
つ
み

こ
ん
で
文
脈
を
形
成
す
る
物
語
空
間
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
実

態
と
し
て
の
〝
物
語
の
場
〃
の
反
映
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
説
話
集
類

と
〝
物
語
の
場
″
と
の
関
係
に
、
一
つ
の
説
明
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
い
わ
ゆ
る
鏡
も
の
や
宝
物
集
な
ど
の
「
場
の
物
語
」
刷
は
、
実
態
と
し
て
の

〝
物
語
の
場
″
を
作
品
化
す
る
こ
と
で
、
場
の
機
構
を
作
品
の
内
に
定
位
し
た

こ
と
に
な
る
。
描
か
れ
る
場
の
目
的
は
そ
の
ま
ま
作
品
の
表
現
目
的
を
示
し
、

こ
れ
を
外
れ
る
文
脈
は
、
設
定
さ
れ
た
場
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
話
題
を
語
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
場
合
も
、
場
の
作
品
化
は
、
そ
れ
を

ゆ
る
す
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
今
昔
物
語
集
な
ど
の
、
あ
る
程
度
明
瞭
な
構
成
を

も
っ
て
作
品
を
組
み
立
て
る
も
の
は
、
構
成
の
内
に
〝
物
語
の
場
〃
を
仮
構

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
場
の
機
構
を
作
品
に
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
聖

そ
れ
は
、
西
行
の
生
渡
を
た
ど
る
べ
く
見
せ
掛
け
な
が
ら
多
く
の
話
題
を
語
り

起
こ
す
撰
集
抄
に
も
指
摘
で
き
る
(
現
行
の
伊
勢
物
語
も
同
。
)
が
、
よ
り
端
的

に
は
、
十
の
教
訓
の
も
と
に
〝
物
語
の
場
〃
さ
な
が
ら
の
叙
述
を
展
開
さ
せ
る

十
訓
抄
を
あ
げ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
脚
。
見
せ
掛
け
ら
れ
る
〝
物
語
の
場
″
、

い
わ
ゆ
る
構
成
は
、
作
品
の
表
現
目
的
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
の
内
に
、
連
想
の

営
み
を
も
ゆ
る
す
物
語
空
間
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
日
本
霊
異
記
、
発
心

集
な
ど
の
、
編
纂
目
的
に
か
か
わ
る
序
文
を
も
っ
た
説
話
集
も
、
同
様
に
し

て
、
作
品
に
場
の
機
構
を
仮
構
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
説
話
集
は
、
実
態
と
し
て
の
〝
物
語
の
場
″

の
機
構
を
そ
の
ま
ま
作
品
化
し
た
り
、
仮
構
し
た
り
す
る
か
た
ち
で
、
物
語
空

間
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
作
品

形
成
を
果
た
し
て
い
る
説
話
集
の
一
類
が
あ
る
。
類
纂
性
の
弱
い
説
話
集
群
、

た
と
え
ば
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
今
物
語
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
類
の
説
話

集
は
、
話
題
の
連
関
を
た
も
っ
て
説
話
を
排
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
そ
れ
故
、

巡
り
物
語
や
自
由
な
連
関
を
ゆ
る
す
言
談
の
場
と
か
か
わ
り
深
い
も
の
と
判
断

さ
れ
て
い
る
間
が
、
〝
物
語
の
場
″
の
一
形
態
の
反
映
と
し
て
説
話
集
の
一
類

を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
小
論
の

よ
っ
て
た
つ
視
点
で
あ
る
、
場
の
機
構
と
の
関
係
性
か
ら
み
る
な
ら
は
、
〝
物

語
の
場
″
の
消
去
に
お
い
て
、
そ
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
〝
物
語
の
場
〃
を
作
品
化
し
、
或
は
仮
構
し
た
諸
説
話
集
に
対
し
、

〝
物
語
の
場
〃
を
設
定
し
な
い
こ
と
で
、
作
品
を
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
表
現
日

的
(
何
事
か
を
語
ろ
う
と
す
る
意
志
)
か
ら
自
ら
を
解
放
し
た
説
話
集
と
い
っ

て
も
よ
い
。
た
と
え
は
、
宇
治
大
納
言
物
語
の
成
立
を
語
り
つ
つ
作
品
の
性
格

を
表
明
し
た
宇
治
拾
退
物
語
序
文
制
が
、
作
品
の
表
現
目
的
を
語
ら
ず
、
そ
れ

故
、
作
品
に
対
す
る
い
か
な
る
規
制
と
し
て
も
働
き
掛
け
る
こ
と
の
な
い
点

は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
説
明
す
る
。
そ
こ
に
は
、
場
の
機
杭
が
設
定
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

〝
物
語
の
場
″
を
消
去
し
、
作
品
を
表
現
目
的
か
ら
解
放
し
た
説
話
集
の
成

立
。
こ
こ
で
は
、
収
録
さ
れ
た
話
題
は
、
場
に
従
属
し
な
い
が
故
に
、
緩
や
か

な
相
互
の
連
関
に
基
づ
き
連
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
向
か
う
享
受
者
の

読
み
取
り
を
介
し
て
、
個
々
の
話
題
の
説
話
表
現
ほ
多
元
的
に
成
立
す
る
。
そ



の
実
際
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
つ
い
て
、
排
列
位
置
を
隔
て
た
話
題
相
互
が
、

享
受
老
の
読
み
取
り
に
基
づ
く
話
題
問
連
絡
の
認
知
を
介
し
て
説
話
表
現
を
成

立
さ
せ
る
場
合
の
あ
る
点
桝
、
ま
た
、
今
物
語
に
つ
い
て
、
叙
述
に
た
ど
ら
れ

る
表
現
内
容
と
叙
述
か
ら
導
か
れ
る
(
想
起
さ
れ
る
)
表
現
内
容
と
の
重
層
の

う
ち
に
成
立
す
る
説
話
の
表
現
が
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
佃
に
窺
え
よ
う
。
し
か

し
、
享
受
者
の
読
み
取
り
は
、
お
そ
ら
く
、
仕
組
ま
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。

寡
黙
な
文
体
を
装
い
つ
つ
、
或
は
叙
述
に
、
或
は
話
型
に
、
或
は
素
材
に
、
或

は
モ
チ
ー
フ
に
、
ま
た
作
品
内
の
話
題
相
関
に
、
多
元
的
な
読
み
取
り
の
可
能

性
が
仕
組
ま
れ
、
そ
の
一
々
が
解
読
さ
れ
る
こ
と
で
、
説
話
は
そ
の
表
現
内
容

を
明
か
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
諸
相
の
分
析
は
別
稿
的
に
も
試
み
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
作
品
は
、
か
よ
う
な
仕
掛
け
に
表
現
を
仕
組
み
、
そ
の
読
み

取
り
の
集
積
と
し
て
、
作
品
の
表
現
世
界
を
多
様
に
見
せ
掛
け
る
。
つ
ま
り

は
、
読
み
の
物
語
空
間
に
、
新
た
な
〝
物
語
の
場
″
が
演
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。如

上
は
、
な
お
仮
説
の
城
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
論
証
も
容
易

で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
か
よ
う
に
し
て
、
場
の
消
去
の
も
と
に
作
品
を
形

成
し
た
と
認
め
ら
れ
る
説
話
集
に
お
い
て
、
説
話
の
表
現
内
容
を
、
読
み
を
と

お
し
て
多
元
的
に
発
現
さ
せ
る
ペ
く
話
題
相
互
の
連
関
が
仕
組
ま
れ
た
と
見
ら

れ
る
事
例
、
今
物
語
第
三
〇
段
を
取
り
上
げ
、
仮
説
の
検
証
を
試
み
る
こ
と
と

し
よ
う
。

二
　
神
か
ら
の
歌
-
今
物
語
第
三
〇
段
の
表
現
内
容
-

今
物
語
の
第
三
〇
段
は
、
仁
和
寺
別
院
嘉
禅
寺
の
僧
・
海
恵
に
ま
つ
わ
る
話

1
3
　
で
、
概
略
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

嘉
祥
寺
の
僧
・
海
恵
は
、
未
だ
わ
か
か
り
し
頃
、
病
気
に
か
か
っ
て
床
に
伏

し
て
い
た
が
、
あ
る
時
、
突
然
起
き
上
が
り
、
「
そ
こ
な
る
文
、
な
ど
と
り
い

れ
ぬ
ぞ
」
と
看
病
の
者
を
叱
っ
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
看
病
の
者
た
ち
は
、

手
紙
を
探
す
が
、
ど
こ
に
も
そ
の
よ
う
な
物
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
あ
き
れ
あ

や
し
み
」
　
そ
の
場
に
控
え
て
い
る
と
、
海
恵
は
、
「
み
づ
か
ら
た
ち
は
し
り
」

立
文
を
ど
こ
か
ら
か
手
に
し
て
立
ち
返
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
読
み
、
返
事
を

し
た
た
め
て
、
又
寝
て
し
ま
っ
た
。
周
り
の
老
た
ち
は
、
そ
の
様
子
を
「
ふ
し

ぎ
に
」
ま
た
「
あ
や
し
み
」
　
つ
つ
見
守
っ
て
い
た
訳
だ
が
、
や
が
て
「
汗
お
び

た
だ
し
く
」
流
し
て
目
覚
め
た
海
恵
は
、
「
不
思
議
の
夢
を
見
」
た
と
言
っ
て
、

事
の
経
給
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

お
は
き
な
る
さ
る
の
、
あ
ゐ
ず
り
の
水
干
き
た
る
が
、
た
て
ぷ
み
た
る
文
を

も
ち
て
釆
つ
る
を
、
人
の
お
そ
く
と
り
い
れ
つ
る
に
、
み
づ
か
ら
こ
れ
を
と

り
て
見
つ
れ
ば
、
歌
一
首
あ
り
。

た
の
め
つ
つ
来
ぬ
年
月
を
か
さ
ぬ
れ
ば
く
ち
せ
ぬ
契
り
い
か
が
む
す
ぼ
む

と
あ
り
つ
れ
ば
、
御
返
事
に
は
、

心
を
ば
か
け
て
ぞ
た
の
む
ゆ
ふ
だ
す
き
七
の
や
し
ろ
の
玉
の
い
が
き
に

と
か
き
ま
ゐ
ら
せ
つ
る
な
り
。
こ
れ
は
、
山
王
よ
り
の
御
歌
を
た
ま
は
り
て

侍
る
な
り
。

こ
れ
を
開
い
た
看
病
の
老
た
ち
は
、
「
あ
さ
ま
し
く
ふ
し
ぎ
に
覚
て
」
、

こ
れ
は
、
た
だ
い
ま
う
つ
つ
に
峡
つ
る
事
な
り
。
こ
れ
こ
そ
そ
の
御
文
よ
。

又
か
か
せ
給
へ
る
御
返
事
よ
。

と
証
言
し
、
海
恵
に
検
分
を
う
な
が
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
夢
に

見
た
物
と
同
一
の
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
海
恵
の
病
は
回
復
し
た
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
話
は
日
吉
山
王
霊
験
譚
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
霊
験
の
内
容
は
、
こ
れ
を
読
み
取
っ
て
行
く
上
で
、
い
さ
さ
か
注
意

を
必
要
と
す
る
。
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『
今
物
語
』
に
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
柄
、
た

1
4
　
と
え
ば
、
話
の
首
尾
に
注
目
す
る
と
、
一
語
は
、
始
め
「
や
ま
ひ
大
事
」
で
あ

っ
た
海
恵
が
一
件
の
後
「
や
ま
ひ
お
こ
た
る
」
、
と
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
病
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て

は
、
説
明
叙
述
が
な
い
。
は
か
ら
ざ
る
に
病
み
、
は
か
ら
ざ
る
に
死
ぬ
、
そ
れ

が
無
常
を
生
き
る
人
間
の
常
。
病
気
く
ら
い
理
由
が
な
く
て
も
か
か
る
、
と
い

っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
山
王
と
の
参
詣
に
つ
い
て
の
契
約
違
反
を
問

題
と
す
る
山
王
の
歌
「
た
の
め
つ
つ
来
ぬ
年
月
を
か
さ
ぬ
れ
は
」
に
対
し
、
海

恵
は
歌
に
「
心
を
ば
か
け
て
ぞ
た
の
む
」
と
再
度
の
約
束
を
と
り
つ
け
る
。
そ

し
て
病
は
回
復
す
る
。
か
よ
う
な
展
開
は
、
当
然
、
海
恵
の
病
に
、
山
王
に
か

か
わ
る
な
に
が
し
か
の
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
説
明
に
か
か
わ
る
叙
述
を
、
本
文
中
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
有
り
よ
う
に
注
目
す
る
と
、
日
吉
山
王
の
霊
験
譚
と

は
い
う
も
の
の
、
一
語
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
霊
験
の
中
身
は
、
海
恵
の
病
気

に
か
か
わ
る
事
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
、
一
語
の
語
ろ
う
と
し
た
霊
験
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
海
恵
の
病
気
に
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
部
分
、
即

ち
、
海
恵
が
山
王
か
ら
現
実
の
物
と
し
て
手
紙
を
賜
っ
た
事
、
そ
の
不
思
議
さ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
第
三
〇
段
に
前
後
し
て
収

め
ら
れ
た
話
の
有
り
様
に
よ
っ
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
望

第
二
九
段
で
は
、
「
賀
茂
に
、
つ
ね
に
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
女
房
の
、
ひ
さ

し
く
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
る
」
が
、
夢
に
、
直
衣
を
着
た
人
か
ら
ゆ
う
L
で
に
書
か

れ
た
歌
を
賜
っ
た
と
見
、
目
覚
め
て
後
、
手
に
あ
る
も
の
を
見
た
所
、
ま
さ
し

く
夢
に
見
た
と
お
り
の
も
の
が
現
実
に
あ
っ
た
、
と
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
第
三
一
段
は
、
簡
略
な
叙
述
な
が
ら
、
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
読
む

と
、
延
応
元
年
正
月
一
九
日
の
暁
に
、
あ
る
人
が
、
夢
に
、
清
水
地
主
権
現
か

ら
と
い
っ
て
御
文
を
頂
戴
し
た
が
、
驚
い
て
目
を
覚
ま
し
た
と
こ
ろ
、
現
実
に

そ
の
手
紙
が
あ
っ
た
、
そ
こ
で
そ
の
手
紙
を
読
む
と
「
月
日
の
み
…
…
」
の
歌

が
書
か
れ
て
い
た
、
と
い
っ
た
内
容
の
話
と
し
て
読
み
取
ら
れ
よ
う
。
つ
ま

り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
今
物
語
第
三
〇
段
の
前
後
に
配

さ
れ
た
話
は
、
い
ず
れ
も
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実
に
存
在
す
る
物
と
し
て
与
え

ら
れ
た
奇
異
な
る
出
来
事
を
語
る
話
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た

が
っ
て
、
第
三
〇
段
も
ま
た
、
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実
に
存
在
す
る
物
と
し
て

与
え
ら
れ
た
杏
異
な
る
出
来
事
を
語
る
話
」
と
し
て
、
今
物
語
に
収
載
さ
れ
た

と
見
て
、
お
そ
ら
く
は
、
あ
や
ま
ら
な
い
。

三
　
山
王
の
怒
り

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
物
語
第
三
〇
段
は
、
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実

に
存
在
す
る
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
奇
異
な
る
出
来
事
を
語
る
話
」
と
し
て
今

物
語
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
言
う
事
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
で

は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
話
題
は
、
本
来
、
か
よ
う
な
霊
験
を
内
容
と
す

る
事
柄
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
次
に
掲

げ
る
新
拾
遺
和
歌
集
巻
一
六
・
神
祇
歌
の
一
三
八
三
番
左
注
は
、
そ
の
本
来
の

有
り
よ
う
を
窺
わ
せ
る
資
料
で
あ
る
聖

た
の
め
つ
つ
こ
ね
年
月
を
か
さ
ぬ
れ
ば
く
ち
せ
ぬ
契
い
か
が
た
の
ま
ん

法
印
澄
憲
、
建
久
元
年
、
日
吉
の
大
官
の
千
僧
供
養
の
御
導
師
の
質
を
、
亡

和
寺
海
恵
に
誤
り
て
、
律
師
に
な
り
侍
り
に
け
り
。

か
の
海
忠
、
律
師
に
な

り
な
は
日
吉
へ
参
る
べ
き
由
申
し
な
が
ら
、
年
月
を
送
り
侍
り
け
る
に
、
示

し
給
ひ
け
る
と
な
ん
。

二
二
八
三
番
は
、
第
五
句
に
異
同
を
も
つ
が
、
今
物
語
第
三
〇
段
の
山
王
歌
と
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同
一
歌
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
左
注
は
、
こ
の
山
王
歌
が
出
来
し
た
経
緯
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
し
ば
ら
く
、
こ
の
記
事
の
資
料
的
価
値
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
て
お
く
。

ま
ず
、
傍
緑
部
イ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
関
係
を
、
転
法
輪
抄
七
・
侠
題

(
神
祇
-
下
本
カ
)
　
に
所
収
の
　
「
日
吉
社
御
経
供
養
案
」
(
矧
久
l
対
剰
十
月
一

日
、
後
白
河
法
皇
千
僧
供
養
。
玉
葉
同
日
条
に
も
記
録
が
あ
る
。
)
に
み
え
る
、

次
の
記
事
に
よ
っ
て
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
聖

今
度
有
勧
賞
、
以
仁
和
書
(
寺
カ
)
海
恵
阿
国
梨
命
中
補
権
律
師
畢
、

と
こ
ろ
で
、
仁
和
寺
請
院
家
記
・
理
智
院
条
個
、
血
脈
類
集
記
七
・
北
院
御

宝
濯
頂
御
弟
子
粂
叫
は
、
海
恵
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

・
海
忠
犬
僧
都
　
〔
大
円
房
。
又
号
功
徳
院
。
澄
憲
法
印
其
弟
子
。
北
院
御
宝

御
付
法
。
〕
永
(
承
カ
)
元
元
年
(
一
二
〇
七
)
九
月
十
六
日
卒
。
三
十
六
。

(
仁
和
寺
請
院
家
記
・
理
智
院
条
)

・
海
恵
権
律
師
　
〔
二
十
。
大
円
房
僧
都
。
号
功
徳
院
又
理
智
院
法
印
。
隆

(
注
力
)
憲
真
弟
子
。
承
元
元
年
(
一
二
〇
七
)
九
月
十
六
日
卒
。
年
三
十

六。〕

(
血
脈
類
桒
記
七
・
北
院
御
室
渾
頂
御
弟
子
条
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
拾
遺
和
歌
集
左
注
・
転
法
輪
抄
七
「
日
吉
社
御
経
供
養

案
」
に
見
出
さ
れ
る
年
記
、
建
久
元
年
(
二
九
〇
)
は
、
海
恵
十
九
歳
の
折

の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
今
物
語
第
三
〇
段
に
言
う
「
未
だ
わ

か
く
て
」
と
の
記
述
に
符
合
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

な
お
、
新
拾
遺
和
歌
集
左
注
・
転
法
輪
抄
は
、
い
ず
れ
も
「
仁
和
寺
海
意
」

と
し
、
「
嘉
禅
寺
僧
都
海
恵
」
と
す
る
今
物
語
と
の
間
に
異
な
り
を
み
せ
て
い

る
。
し
か
し
、
嘉
禅
寺
は
、
当
時
仁
和
寺
別
院
(
仁
和
寺
請
院
家
記
・
嘉
祥
寺

条
)
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
嘉
祥
寺
僧
都
で
あ
っ
た
海
恵
が
「
仁
和
寺
海
恵
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
不
都
合
は
な
い
。
た
だ
、
海
意
が
嘉
禅
寺
に
任
し
て
い
た

こ
と
を
確
認
す
る
資
料
は
、
末
だ
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
仁
和
寺
諸
院
家

記
・
嘉
祥
寺
条
に
は
、

顕
招
待
肺
　
〔
号
少
納
言
律
師
、
入
道
藤
適
意
息
、
覚
権
律
師
付
法
、
当
寺

別
当
〕
文
治
五
年
二
月
十
日
入
滅
。
五
十
六
。

行
招
僧
都

と
だ
け
あ
っ
て
、
海
恵
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
で
は
、
海
恵
が
茅
祥
寺
に
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
は
、
上
の
仁
和
寺
諸
院
家
記
に
見
え
る
行
権
僧
都
に

注
意
す
る
と
、
彼
は
、
藤
原
頼
実
の
曾
孫
で
、
次
の
よ
う
な
系
譜
に
位
置
す
る

人
物
で
あ
る
(
尊
卑
分
脈
一
・
師
実
公
孫
-
大
炊
御
門
流
)
。

学
殖
拍
l
行
耀

行
耀
自
身
及
び
父
基
平
の
生
没
年
は
審
ら
か
で
な
い
が
、
頼
平
(
二
八
〇
1

一
二
三
〇
)
・
伊
平
(
二
一
〇
〇
-
一
二
六
二
)
か
ら
推
し
て
、
行
輝
が
文
治
五

年
(
一
一
八
九
)
に
な
く
な
っ
た
頗
耀
律
師
の
跡
を
直
ち
に
嗣
い
だ
人
物
で
な

い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
.
っ
て
、
仁
和
寺
請
院
家
記
の
記
事
に

は
、
顕
耀
と
行
沼
と
の
間
に
記
録
の
脱
落
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
脱
落

を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、
頭
権
の
兄
修
範
の
猶
子
・
範
耀
(
範
雅
と
も
。
建

久
五
年
二
月
十
九
日
揮
頂
、
三
〇
歳
)
に
つ
い
て
、
血
脈
類
集
記
第
六
・
覚
成

僧
正
港
頂
弟
子
桑
に
「
嘉
禅
寺
別
当
」
と
あ
る
(
尊
卑
分
脈
の
傍
注
に
も
)
な

ど
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
海
恵
疫
痘
瘡
の
兄
澄
憲
の
子
。
範
疫
と
頸
だ
と
の

場
合
か
ら
考
え
て
、
海
恵
が
嘉
禅
寺
に
住
ん
だ
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
い
訳
で



は
あ
る
ま
い
。
し
か
も
、
仁
和
寺
請
堂
記
・
功
徳
院
条
に
よ
れ
ば
、
「
覚
耀
律

1
6
　
師
伝
領
居
住
之
、
其
後
譲
顕
耀
僧
都
、
次
譲
海
恵
僧
都
、
共
時
焼
失
了
、
其
後

成
耀
律
師
伝
領
之
、
建
如
形
小
房
、
…
…
」
桐
と
あ
り
、
師
に
譲
ら
れ
た
功
徳

院
を
、
顕
輝
は
海
恵
に
伝
え
て
い
る
。
功
徳
院
焼
失
後
、
茅
禅
寺
に
あ
っ
た
顕

淀
の
も
と
に
身
を
お
き
、
顕
淀
卒
去
の
翌
年
で
あ
る
建
久
元
年
も
な
お
こ
こ
に

止
ど
ま
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
憶
曲
は
と
も
か
く
、
か
よ
う
な
顧
慮
と
海
恵
の

つ
な
が
り
は
、
海
恵
の
寡
禅
寺
居
住
を
推
測
さ
せ
る
材
料
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

入
ノ
0

つ
ぎ
に
、
新
拾
遺
和
歌
集
三
一
八
三
番
の
左
注
の
記
事
の
内
、
今
物
語
第
三

〇
段
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
傍
線
部
P
に
つ
い
て

見
て
お
く
。
事
の
性
質
上
、
こ
れ
を
買
付
け
る
資
料
と
い
う
も
の
は
見
出
し
が

た
い
が
、
日
吉
山
王
利
生
記
に
同
一
の
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
閑
適
記
事
を
見
出
す
事
が
で
き
る
。

日
吉
山
王
利
生
記
の
話
は
、
主
人
公
を
忠
海
と
す
る
な
ど
、
細
部
に
お
い
て

異
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
叙
述
の
展
開
な
ど
、
大
同
一
致
し
て
い
る
。

た
だ
、
今
物
語
第
三
〇
段
話
と
同
様
に
海
恵
の
病
が
癒
え
た
こ
と
を
記
し
た

後
、
次
の
よ
う
な
、
海
恵
自
身
が
語
る
、
出
来
事
に
つ
い
て
の
解
説
が
付
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
個
。

僧
都
な
く
な
く
か
た
り
け
る
は
、
先
年
、
日
書
へ
常
に
可
詣

よ
し
立
願
の
事

あ
り
き
。
う
ち
ま

る
、
尤
無
止
事
。

心
を
発
さ
せ
て
＼

け
る
。

ざ
る
る
程
に
本
意
を
と
げ
ず
し
て
、
今
効
験
に
あ
づ
か

所
詮
和
光
利
物
の
御
方
便
、
貴
賎
に
参
詣
を
す
す
め
、
信

二
世
の
悉
地
を
成
就
せ
し
め
む
た
め
な
り
と
ぞ
か
た
り
給

新
拾
遺
和
歌
集
左
注
と
比
べ
、
律
師
云
々
に
関
す
る
記
述
を
も
た
な
い
が
、
何

事
か
を
立
願
し
た
後
に
日
吉
参
詣
の
約
束
を
果
た
さ
な
か
っ
た
と
の
経
緯
が
説

明
さ
れ
て
い
る
点
、
類
同
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
上
の
海
恵
の

言
葉
に
い
う
「
効
験
」
が
病
の
回
復
を
意
味
す
る
点
に
も
注
目
す
れ
ば
、
一
語

が
海
意
の
病
に
か
か
わ
る
霊
験
を
内
容
と
す
る
話
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
話
題
本
来
の
あ
り
よ
う
を
窺
う
糸
口
と

も
な
ろ
う
。

か
く
し
て
、
新
拾
遺
和
歌
集
一
三
八
三
番
の
左
注
は
、
傍
線
部
イ
に
、
事
実

関
係
と
の
一
致
、
今
物
語
第
三
〇
段
と
の
符
合
を
、
ま
た
傍
線
部
P
に
、
他
資

料
と
の
類
同
を
言
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
事
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
に
そ
の
資
料
的
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
推

察
す
れ
ば
、
今
物
語
第
三
〇
段
に
語
ら
れ
る
話
題
と
は
、
実
は
、
本
来
、
山
王

に
対
し
て
参
詣
を
誓
い
つ
つ
律
師
に
な
る
事
を
祈
話
し
た
海
志
が
、
こ
と
成
就

し
て
後
も
約
束
を
果
た
さ
ず
、
そ
の
結
果
神
罰
と
し
て
の
病
を
身
に
受
け
た
A

の
の
、
夢
の
中
で
、
山
王
の
詰
問
に
再
度
の
約
束
で
応
じ
、
ゆ
る
L
を
得
て
回

復
し
た
、
と
言
っ
た
霊
験
を
内
容
と
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

四
　
表
現
の
仕
掛
け
-
話
題
の
相
関
-

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
物
語
第
三
〇
段
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
話

題
が
、
本
来
、
海
恵
の
病
に
か
か
わ
る
霊
験
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
を
、
今
物
語
は
、
先
に
見
た
と
お
り
、
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実

に
存
在
す
る
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
奇
異
な
る
出
来
事
を
語
る
話
」
.
と
し
て
定

着
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
説
話
集
作
品
に

一
つ
の
話
を
採
録
し
て
表
現
を
与
え
る
行
為
と
は
、
可
能
性
と
し
て
多
義
的
な

話
の
意
味
を
、
当
該
作
品
の
霜
寡
目
的
に
見
合
う
形
に
限
定
し
て
い
く
営
み
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
聖
　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
今
物
語
は
、
本
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話
題
を
、
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実
に
存
在
す
る
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
奇
異
な

る
出
来
事
を
語
る
話
」
と
し
て
、
話
の
意
味
を
限
定
し
た
と
、
理
解
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
か
。
今
物
語
第
三
〇
段
に
つ
づ
く
第

三
一
段
を
挟
ん
で
、
第
三
二
段
に
排
列
さ
れ
た
話
の
有
り
よ
う
は
、
こ
の
よ
う

な
見
方
に
、
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
物
語
第
三
二
段
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
袈
裟
御
子
が
若
宮
の
た
た
カ
で
一

人
娘
を
め
し
い
に
さ
れ
、
後
、
若
宮
の
御
前
で
許
し
を
請
う
歌
を
何
度
も
歌
っ

た
と
こ
ろ
、
そ
の
場
で
娘
の
日
が
回
復
し
た
、
と
の
内
容
を
語
る
話
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
病
が
、
神
へ
の
懇
請
を
経
て
回
復
す
る
と
い
う
点
で
、
第
三
〇
段
と

同
趣
の
話
題
と
言
え
よ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
若
宮
の
た
た
り
の
原
因

を
記
す
叙
述
で
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

八
幡
の
袈
裟
御
子
が
、
さ
い
は
い
の
の
ち
、
う
ち
つ
づ
き
人
に
お
も
は
れ

て
、
大
菩
薩
の
御
事
を
し
り
ま
ゐ
ら
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
.
若
宮
の
御
た
た
り
に

て
、
ひ
と
り
も
ち
た
り
け
る
む
す
め
、
大
事
に
や
み
て
、
め
の
つ
ぶ
れ
た
り

け
る
を
…
…

こ
の
叙
述
の
も
つ
、
今
物
語
第
三
〇
段
に
語
ら
れ
る
話
題
が
本
来
扱
っ
て
い
た

出
来
事
の
中
身
と
の
類
同
性
に
、
し
ば
ら
く
目
を
と
ど
め
た
い
。
つ
ま
り
、
新

拾
遺
和
歌
集
の
左
注
に
よ
れ
ば
、
海
恵
は
、
律
師
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
そ
れ

が
叶
え
ら
れ
る
「
さ
い
は
い
」
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、
日
吉
社
参
詣
を
怠
っ
た
の

だ
が
、
海
恵
の
病
は
、
再
度
の
日
吉
社
参
詣
を
約
束
す
る
歌
の
効
験
で
治
っ
た

所
か
ら
み
て
、
や
は
り
、
日
吉
山
王
の
た
た
り
で
あ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
、
こ

の
よ
う
な
海
恵
の
病
気
の
経
緯
は
、
第
三
二
段
の
場
合
と
類
同
す
る
と
考
え
ろ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
類
同
性
は
何
を
意
味
す
る
か
。
と
い
う
よ
り
、
か
よ
う
な
叙
述
を
も
つ

第
三
二
段
が
、
今
物
語
第
三
〇
段
を
読
む
上
で
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す

の
か
を
、
問
う
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
第
三
〇
段
に
語
ら
れ
た
話
を
、
そ
の
話

題
が
本
来
扱
っ
て
い
た
出
来
事
に
即
し
て
読
み
替
え
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て

い
る
と
言
え
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実
に
存
在
す
る
物
と
し

て
与
え
ら
れ
た
奇
異
な
る
出
来
事
を
語
る
話
」
と
し
て
一
度
定
着
篭
れ
た
第
三

〇
段
が
、
類
同
す
る
話
題
を
扱
う
第
三
二
段
を
契
機
と
し
、
そ
の
叙
述
に
導
か

れ
て
、
立
ち
返
り
、
「
山
王
に
対
す
る
約
束
違
反
に
よ
り
神
罰
と
し
て
の
病
を

身
に
受
け
た
海
恵
が
、
夢
の
中
で
の
山
王
の
語
間
に
対
す
る
再
度
の
約
束
を
行

う
こ
と
で
許
し
を
待
、
回
復
し
た
と
言
っ
た
霊
験
を
内
容
と
す
る
話
」
と
し
て

読
み
替
え
ら
れ
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
読
み
替
え
を
促
す
と
見
ら
れ
る
仕
掛
け
は
、
第
三
二
段

だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
は
、
さ
き
に
見
た
第
二
九
段
の
冒
頭
に
「
賀
茂
に
、

つ
ね
に
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
女
房
の
、
ひ
さ
し
く
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
る
」
と
あ
る

点
も
、
第
三
〇
段
の
山
王
の
歌
「
た
の
め
つ
つ
来
ぬ
年
月
を
か
さ
ぬ
れ
ば
」
と

響
き
合
い
、
読
み
替
え
を
助
け
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
三
〇
段
話

は
、
こ
れ
ら
の
仕
掛
け
に
導
か
れ
て
読
み
替
え
ら
れ
、
そ
の
表
現
を
成
立
さ
せ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
、
仕
掛
け
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
第
三
二
段
を

契
機
と
し
て
第
三
〇
段
話
を
読
み
替
え
さ
せ
る
説
話
相
関
の
仕
組
み
が
、
編
者

の
企
画
に
基
づ
く
も
.
の
で
あ
る
と
考
え
さ
せ
る
材
料
は
、
な
い
訳
で
は
な
い
。

次
に
示
す
明
月
記
寛
喜
三
年
九
月
九
日
条
の
記
事
は
、
海
恵
に
か
か
わ
る
逸
話

と
今
物
語
編
者
・
藤
原
信
実
と
の
距
離
を
測
定
す
る
資
料
で
あ
る
聖

人
夜
間
、
甜
寂
感
矧
夜
前
遂
以
他
界
云
々
、
自
建
暦
之
比
俵
西
郊
経
廻
知
音
巳

年
久
、
絹
素
相
馴
之
輩
悉
以
帰
泉
、
錐
老
後
之
習
付
視
聴
難
忍
、
剣
劇
嘲
矧

〔
右
中
弁
貞
兼
朝
臣
〕
其
弟
子
、
母
証
(
澄
カ
)
憲
法
印
長
女
、
始
為

僧
都
弟
子
、
為
密
宗
師
、
僧
都
逝
去
之
後
、
棄
出
世
之
路
着
薫
染
、
与
求
仙
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房
共
有
能
説
之
名
、
又
予
請
用
、
近
代
之
女
尼
随
逐
彼
両
人
如
雲
霞
、
至
干

終
身
之
時
悪
可
縁
悲
事
歓
、
信
乗
・
円
金
両
律
師
一
腹
弟
也
、
共
為
出
世

.者、説
教
僧
・
証
寂
房
の
死
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
傍
線
部
に
注
目
す
る
と
、

証
寂
房
は
、
海
恵
の
父
・
澄
憲
の
兄
弟
貞
憲
の
子
・
貞
覚
の
子
で
、
海
恵
の
姉

か
妹
を
母
と
す
る
人
物
で
あ
る
。
信
乗
・
円
金
を
弟
と
す
る
と
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
見
て
、
尊
卑
分
脈
に
い
う
「
範
海
」
(
傍
記
「
亡
」
「
阿
閤
梨
」
)
　
の
こ
と
で

あ
ろ
う
(
円
金
は
分
脈
に
「
公
全
」
と
あ
る
。
傍
注
に
「
-
金
」
と
あ
り
、
公

と
円
と
の
誤
写
関
係
か
ら
み
て
、
同
一
人
物
と
み
る
)
。
そ
し
て
、
明
月
記
は
、

こ
の
人
物
が
、
海
恵
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
み
た

嘉
禅
寺
別
当
・
範
耀
(
海
恵
の
伯
父
・
修
範
の
猶
予
)
、
嘉
禅
寺
に
住
し
た
海

恵
、
こ
の
二
人
の
名
か
ら
命
名
さ
れ
た
か
と
お
ぼ
し
い
海
恵
弟
子
・
範
海
。
彼

も
ま
た
嘉
禅
寺
に
連
な
る
人
物
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
海
恵
の
逝
去
後
説
教
僧
と

し
て
「
能
説
之
名
」
を
と
っ
た
彼
が
、
今
物
語
第
三
〇
段
に
つ
た
え
ら
れ
る
話

題
を
、
説
教
の
材
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

上
引
の
記
事
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、
藤
原
定
家
と
証
寂
房
と
は
、
か
な

り
親
し
か
っ
た
よ
う
で
、
明
月
記
に
は
、
彼
の
名
が
再
三
な
ら
ず
見
え
て
い

る
。
一
方
、
定
家
と
の
関
係
と
い
う
点
で
は
、
今
物
語
の
編
者
と
目
さ
れ
て
い

る
藤
原
信
実
も
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
新
勅
撰
和
歌
集
へ
の

入
集
を
め
ぐ
る
定
家
と
橘
長
政
と
の
ト
ラ
ブ
ル
(
今
物
語
第
一
一
段
に
も
引
か

れ
る
。
)
　
で
、
定
家
の
意
向
を
長
政
に
伝
え
て
和
解
の
労
を
と
っ
た
、
な
ど
、

か
な
り
の
深
い
か
か
わ
り
ぶ
り
を
、
明
月
記
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
餌
。
定
家

を
介
し
て
の
、
海
志
の
弟
子
で
あ
っ
た
説
教
僧
・
証
寂
房
と
今
物
語
編
者
・
信

実
と
の
関
係
。
こ
れ
を
ど
の
程
度
の
も
の
と
憶
測
す
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可

能
性
は
増
減
す
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
れ
も
明
月
記
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
定
家
と

海
恵
の
兄
・
聖
覚
と
の
関
係
也
な
ど
も
合
わ
せ
考
え
る
と
、
信
実
が
、
第
三
〇

段
に
語
ら
れ
る
話
題
の
詳
細
を
承
知
し
て
い
た
と
、
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
信
実
は
、
本
話
題
を
、
「
山
王
に
対

す
る
約
束
違
反
に
よ
り
神
罰
と
し
て
の
病
を
身
に
受
け
た
海
意
が
、
夢
の
中
で

の
山
王
の
詰
問
に
対
す
る
再
度
の
約
束
を
行
う
こ
と
で
許
し
を
得
、
回
復
し
た

と
言
っ
た
霊
験
を
内
容
と
す
る
話
」
と
承
知
の
上
で
、
「
神
か
ら
の
歌
を
現
実
に

存
在
す
る
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
奇
異
な
る
出
来
事
を
語
る
話
」
と
し
て
定
着

し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
た
う
え
で
、
後
に

第
三
二
段
を
配
し
、
読
み
手
の
読
み
取
り
の
営
み
を
介
し
て
第
三
〇
段
に
立
ち

返
ら
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
補
完
さ
せ
つ
つ
そ
の
本
来
の
説
話
内
容
を
再
構
成
さ

せ
る
、
そ
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
こ
こ
に
仕
組
ん
だ
と
見
ら
れ
よ
う
。
か
よ
う
な

見
方
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
説
話
の
可
能
性
と
し
て
の
多
義
性
を

背
景
に
仕
組
ま
れ
た
、
一
語
を
二
義
に
読
ま
せ
る
表
現
の
仕
掛
け
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

五
　
結
び

今
物
語
に
、
場
の
仮
構
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
収
録
さ
れ
る
話
題
に
及
ぶ

場
の
規
制
も
な
い
。
場
か
ら
解
放
さ
れ
た
話
題
は
、
緩
や
か
な
類
纂
性
の
も
と

に
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
々
の
話
題
が
関
連
付
け
ら
れ
、
相
互
を
重

層
さ
せ
つ
つ
読
ま
れ
る
時
、
説
話
表
現
は
読
み
替
え
を
と
お
し
て
成
立
し
、
そ

の
内
容
を
多
元
化
さ
せ
る
。
享
受
者
の
営
み
を
介
し
な
が
ら
も
、
作
品
は
、
重

層
を
導
き
読
み
替
え
を
促
す
仕
掛
け
を
備
え
、
多
元
化
を
演
出
し
て
い
た
の
で

あ
る
。享

受
者
の
読
み
の
営
み
を
介
し
て
作
品
に
多
元
的
な
説
話
表
現
を
演
出
す
る

説
話
集
。
そ
の
全
体
を
一
つ
の
表
現
世
界
と
み
な
す
な
ら
は
、
そ
れ
は
、
新
た
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な
物
語
空
間
の
創
出
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
実
態
と
し
て
の
〝
物
語
の
場
″
を

消
去
す
る
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
、
作
品
表
現
の
収
束
を
意
図
し
な
い
ま
ま
に
、

む
し
ろ
拡
散
(
多
元
性
)
を
こ
そ
意
図
し
っ
つ
、
享
受
者
の
読
む
営
み
の
前
に

開
放
さ
れ
る
〝
物
語
の
場
″
。
こ
う
し
て
、
物
語
の
場
と
し
て
の
説
話
集
は
、

語
り
の
空
間
か
ら
読
み
の
空
間
へ
と
変
貌
す
る
。

注
目
　
益
田
勝
実
「
女
人
と
侍
老
」
(
解
釈
と
鑑
賞
、
一
九
六
五
二
一
)
「
中
世

毘
別
家
の
お
も
か
げ
-
宇
治
拾
遺
物
語
の
作
者
-
」
(
文
学
、
一
九
六
六
・

一
二
)
、
ま
た
森
正
人
「
場
の
物
語
・
無
名
草
子
」
(
中
世
文
学
2
7
、
一
九

八
二
・
一
〇
)
に
、
場
の
形
態
の
整
理
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

∽
　
池
上
洵
一
「
話
題
の
連
関
-
『
中
外
抄
』
『
富
家
語
』
私
記
-
」
(
甲
南

国
文
2
9
、
一
九
八
二
・
三
)
「
口
承
説
話
に
お
け
る
場
と
話
題
の
関
係
-

『
玉
葉
』
　
の
記
事
か
ら
-
」
(
語
文
4
3
、
一
九
八
四
・
六
)

伺
　
拙
稿
「
『
首
座
法
談
』
覚
書
-
説
経
の
場
と
説
話
-
」
(
広
島
平
安
文
学

研
究
会
再
『
王
朝
文
学
に
関
す
る
論
考
』
〔
仮
題
〕
所
収
、
一
九
八
七
、
予

定
)

伺
　
森
正
人
「
堤
中
納
言
『
こ
の
つ
い
で
』
論
」
(
愛
知
県
立
大
学
文
学
部

論
集
2
9
、
一
九
八
〇
二
二
)
及
び
同
氏
上
掲
論
文
の
命
名
に
よ
る
。

川
一
拙
癖
「
物
語
の
場
と
し
て
の
説
話
集
-
今
昔
物
語
集
天
竺
部
を
め
ぐ
っ

て
ー
」
　
(
講
座
平
安
文
学
論
究
4
　
『
今
昔
物
語
集
と
そ
の
周
辺
』
　
所
収
、

風
間
書
房
、
一
九
八
七
・
六
、
予
定
)
　
に
、
こ
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
試

み
た
。

伺
　
拙
稿
「
連
想
と
展
開
-
十
訓
抄
の
表
現
(
1
)
-
」
(
説
話
・
物
語
論
集

1
2
、
一
九
八
六
・
一
二
)
「
連
想
と
読
み
替
え
ー
十
訓
抄
の
表
現
(
2
)
-
」

(
金
沢
美
術
工
芸
大
学
『
学
報
』
3
1
、
一
九
八
七
・
三
、
予
定
)
　
に
考
察

し
た
。

7

(受
U

′
.
ヽ

gd
V

′

n

r

の

H

H

7

一

n

r㊥国的
、
【
コ
.

エ
u
r

d
㌣

′

n

H

r

、
Ⅵ
リ

ム
n
r

d
q

′

n

H

r

、
q
づ

′

h

n

r

注
の
益
田
論
文
、
注
柄
池
上
論
文
。

島
津
忠
夫
「
宇
治
拾
退
物
語
の
序
文
」
　
(
中
世
文
学
2
8
、
一
九
八
三
・

一
〇
)
　
の
指
摘
に
従
う
。

荒
木
浩
「
異
国
へ
渡
る
人
び
と
ー
宇
治
拾
遺
物
語
論
序
説
」
(
国
語
国

文
、
一
九
八
六
・
一
)

拙
稿
「
語
り
の
重
層
-
今
物
語
の
再
評
価
の
た
め
に
ー
」
(
金
沢
美
術

工
芸
大
学
『
学
報
』
3
0
、
一
九
八
六
・
三
)

久
保
田
浮
、
他
飼
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』
(
中
世
の
文
学
、

≡
弥
井
書
店
、
一
九
七
九
・
五
)
な
お
、
今
物
語
の
本
文
引
用
は
、
こ
れ

に
よ
っ
た
が
、
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

拙
稿
「
今
物
語
に
関
す
る
基
礎
的
覚
書
(
4
)
」
(
説
話
・
物
語
論
集
1
1
、

一
九
八
四
・
五
)
　
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

引
用
は
、
新
編
国
歌
大
観
第
一
巻
に
よ
る
。

引
用
は
、
貴
重
古
典
籍
姜
刊
6
『
安
居
院
唱
導
集
上
』
(
角
川
書
店
、

一
九
七
二
・
三
)
　
に
よ
る
。

引
用
は
、
群
書
類
従
巻
五
十
九
に
よ
る
。

引
用
は
、
真
言
宗
全
容
第
三
十
九
冊
に
よ
る
。

引
用
は
、
群
書
類
従
巻
四
百
三
十
に
よ
る
。

引
用
は
、
続
群
書
類
従
巻
五
十
に
ょ
る
。
一
部
他
本
に
よ
り
訂
し
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

出
雲
路
修
「
《
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
》
の
編
纂
意
識
(
上
)
」
(
国
語

国
文
、
一
九
七
三
・
一
)
、
森
正
人
「
編
纂
・
説
話
・
表
現
1
今
昔
物
語

集
の
言
語
行
為
序
説
-
」
(
説
話
文
学
研
究
1
9
、
一
九
八
四
・
六
)
な
ど
。

引
用
は
、
国
書
刊
行
会
本
に
よ
る
。

拙
稿
「
今
物
語
の
位
置
」
(
国
文
学
致
1
0
1
、
一
九
八
四
・
三
)
　
に
触
れ
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る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

幽
　
聖
覚
は
嘉
禎
元
年
(
一
二
三
五
)
三
月
五
日
に
六
十
九
歳
で
亡
く
な
る

が
、
明
月
記
同
年
二
月
十
八
、
二
十
一
日
の
両
条
は
、
定
家
と
堅
覚
と
の

関
係
を
よ
く
伝
え
る
。
ま
た
、
三
月
五
日
条
に
は
「
申
時
左
京
権
大
夫
来

臨
、
昏
北
隣
僧
院
聖
法
印
遂
事
切
給
云
々
」
と
あ
る
。
左
京
権
大
夫
は
藤

原
信
実
で
あ
る
。
読
み
方
次
第
で
、
こ
れ
は
聖
覚
と
信
実
と
の
関
係
を
示

唆
す
る
資
料
と
な
ろ
う
。
な
お
、
海
志
は
承
元
元
年
(
一
二
〇
七
)
九
月

十
六
日
年
三
十
六
歳
卒
で
、
尊
卑
分
脈
は
聖
覚
の
右
に
記
す
が
、
弟
で
あ

る
。

付
記
　
本
稿
は
、
第
6
回
研
究
発
表
大
会
(
一
九
八
六
・
六
二
一
八
、
於
学
習

院
大
学
)
で
「
物
語
の
場
と
し
て
の
説
話
集
-
今
物
語
第
三
〇
段
の
分
析

か
ら
-
」
と
屈
し
て
発
議
し
た
折
の
草
稿
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
た
け
む
ら
・
し
ん
じ
/
金
沢
美
術
工
芸
大
学
)
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今
月
号
掲
載
の
論
文
要
旨

た
り
仮
構
す
る
と
こ
ろ
に
物
語
空
間
を
成
立
さ
せ
る

が
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
消
去
す
る
こ
と
で
物
語
空
間

を
形
成
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
を
表
現
目
的

の
実
現
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
〝
語
り
の

空
間
〃
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
後
者
は
、
場
の
消
去
の

内
に
説
話
を
表
現
目
的
か
ら
解
放
し
、
享
受
者
の
営

み
を
介
し
て
、
説
話
に
表
現
を
発
現
さ
せ
、
新
た
な

〝
物
語
の
場
″
を
見
せ
掛
け
る
空
間
、
つ
ま
り
、
〝
読

み
の
空
間
″
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
小

論
は
、
如
上
の
仮
説
に
立
ち
、
今
物
語
第
三
〇
段
の

検
討
に
、
説
話
集
に
お
け
る
〝
読
み
の
空
間
″
の
成

立
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

物
語
の
場
と
し
て
の
説
話
集

竹
　
村
　
信
　
治

説
話
集
は
、
〝
物
語
の
場
″
の
機
構
を
作
品
化
し
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A Setsuwa Narrative Collection as the Place of
Monogatari Telling

From the Place of Telling to the Place of Reading--

Takemura Shinji

A setsuwa narrative collection creates a world of monogatari telling that

functions as a place for story telling. However, it sometimes forms the world

of monogatari telling by erasing this "place." The initial "place" is called "the

sphere of narration" because of its role in the fulfillment of structured expre-

ssion. The erased "place" is called "the sphere of reading." It frees setsuwa

narratives from the structured expression by erasing the "place" and enables

the setsuwa narrative to create their own expression through the action of the

people who enjoy reading them. They create a new "place" of monogatari."

Based on the study mentioned above, the idea of the "sphere of reading" is

proven by pursuing the 30th Dan of Ima Monogatari.




