
説
話
研
究
の
現
在

〈
知
〉
の
総
括
の
時
代
で
あ
る
。
総
括
さ
れ
る
の
は
近
代
の
〈
知
〉
ば

か
り
で
は
な
い
。
近
代
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
か
物

語。

(
H
一
言
説
)
が
検
証
さ
れ
解
体
さ
れ
て
い
く
。
眼
差
し
の
検
証
、
か
物

語
。
の
解
体
、
そ
し
て
現
代
の
〈
知
〉
は
諸
科
学
を
動
員
し
た
考
古
学
的

考
察
、
特
に
文
化
総
体
の
構
造
分
析
、
文
化
事
象
間
の
多
元
的
な
関
係
と

そ
の
動
態
の
観
察
を
通
じ
て
、
人
間
の
〈
知
〉
の
様
態
を
新
た
に
捉
え
返

そ
う
と
し
て
い
る
。

説
話
研
究
の
現
在
は
こ
う
し
た
現
代
の
〈
知
〉
の
動
向
と
無
縁
で
は
な

い
。
近
代
の
作
っ
た
。
物
語
。
の
一
つ
で
あ
る
〈
文
学
〉
、
ま
た
〈
文
学
〉

の
P

物
語
。
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
の
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
の
解
体
は
説
話

に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
進
行
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は

脱
領
域
的
に
流
通
し
た
説
話
の
生
態
が
も
っ
ぱ
ら
関
心
の
対
象
で
あ
る
。

そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
事
象
と
結
ん
で
そ
れ
ら
が
拠
っ
て
立
つ
世
界

像
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
示
し
た
り
、
翻
っ
て
世
界
を
認
識
し
解
読
す
る

あ
る
い
は
さ
せ
る
媒
体
と
し
て
機
能
し
た
り
し
た
様
態
が
多
く
の
事
例
を

も
っ
て
検
証
さ
れ
強
調
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
説
話
は
文
化
総
体
の
構
造
の

表
象
、
文
化
事
象
間
の
多
元
的
な
関
係
と
そ
の
動
態
を
映
し
出
す
言
語
事

象
と
し
て
新
た
な
位
置
を
占
め
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
も
は
や
閉
じ
た
一

領
域
で
は
な
く
、
〈
知
〉
の
考
察
へ
と
聞
か
れ
た
窓
、
し
か
も
と
り
わ
り

可
能
性
に
満
ち
た
窓
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
説
話
研
究
の
現
在
は
西
欧
の
〈
知
〉
を
め
ぐ

会竹
討す

2r台

る
議
論
の
影
響
下
に
用
意
さ
れ
た
ば
か
り
'
で
は
な
い
。
一
方
で
は
、
領
域

化
し
た
説
話
研
究
が
そ
う
し
た
説
話
観
の
拡
充
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に

展
開
し
て
い
た
事
情
も
あ
っ
た
。
説
話
研
究
の
現
在
は
こ
の
両
者
の
出
会

い
を
通
じ
て
混
沌
の
う
ち
に
も
新
た
な
視
界
を
聞
き
つ
つ
あ
る
と
観
察
さ

れ
る
が
、
以
下
に
後
者
の
、
特
に
こ
の
十
余
年
の
研
究
史
を
辿
り
直
す
こ

と
で
そ
の
動
向
を
概
観
し
て
お
く
。

* 
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小
峯
和
明
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
(
白
年
)
、
森
正
人
『
今
昔

物
語
集
の
生
成
』
(
部
)
が
『
今
昔
』
研
究
ば
か
り
で
は
な
く
説
話
研
究

の
画
期
を
な
し
た
こ
と
は
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
と

お
り
、
戦
後
ま
も
な
く
〈
文
学
〉
の
か
物
語
。
に
参
入
す
べ
く
益
田
勝

実
・
西
尾
光
一
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
説
話
と
説
話
文
学
と
の
差
異
化

は
、
口
承
世
界
の
説
話
を
後
景
に
退
げ
書
か
れ
た
説
話
、
特
に
説
話
集
の

説
話
を
前
景
化
し
て
こ
れ
を
説
話
文
学
研
究
の
対
象
と
す
る
に
至
る
。
上

記
二
著
書
は
そ
う
し
た
説
話
集
研
究
時
代
の
視
点
と
方
法
を
集
約
し
た
業

績
と
し
て
画
期
を
な
す
。
と
同
時
に
、
〈
文
学
〉
の
発
掘
認
定
を
主
題
化

し
た
そ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
脱
し
て
、
説
話
と
説
話
集
を
そ
れ
が
語
ら
れ

書
か
れ
編
ま
れ
た
時
代
情
況
に
お
い
て
捉
え
、
表
現
世
界
や
生
成
の
機
構

を
情
況
と
向
き
合
う
主
体
に
よ
る
世
界
解
釈
、
世
界
像
構
築
へ
む
げ
た
言

語
的
営
み
に
即
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
新
た
な
方
向
性
を
示
し
た
点



で
、
も
う
一
つ
の
画
期
を
な
す
。
説
話
研
究
は
説
話
集
の
〈
文
学
〉
研
究

の
果
て
に
、
こ
う
し
て
説
話
の
生
態
、
機
能
、
表
現
性
、
表
現
機
構
を
め

ぐ
る
社
会
学
的
思
想
的
言
語
論
的
考
察
へ
と
転
回
し
は
じ
め
た
の
で
あ

場。。
し
か
し
そ
う
し
た
説
話
研
究
の
転
回
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
両
氏
の

独
創
に
よ
っ
て
の
み
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
系
譜
上
の
直
接
的
な
脈
絡
は

『
今
昔
」
の
組
織
性
に
着
目
し
て
作
品
生
成
の
根
源
を
見
つ
め
よ
う
と
し

た
国
東
文
麿
、
「
今
昔
』
の
テ
キ
ス
ト
表
現
に
密
着
し
て
表
現
性
を
追
究

し
た
池
上
淘
一
と
の
関
係
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
中
心
化
し
た

〈
説
話
文
学
〉
研
究
の
周
縁
部
で
脈
々
と
続
け
ら
れ
た
〈
説
話
〉
研
究
も

少
な
か
ら
ず
こ
の
転
回
に
関
与
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
説
話
が
情
況
と
関

わ
り
つ
つ
生
き
て
働
く
場
と
し
て
の
儀
礼
や
唱
導
世
界
、
教
義
注
釈
へ
の

視
界
は
折
口
信
夫
・
筑
土
鈴
寛
・
宮
崎
円
遵
・
岡
見
正
雄
・
永
井
義
憲
・

伊
藤
正
義
ら
に
よ
っ
て
聞
か
れ
続
け
て
い
た
し
、
ま
た
語
る
行
為
と
そ
の

機
能
に
つ
い
て
は
民
俗
学
の
領
域
で
の
柳
田
国
男
以
来
の
口
承
文
芸
研
究

が
相
応
の
成
果
を
示
し
、
さ
ら
に
絵
解
き
と
の
関
係
も
川
口
久
雄
ら
の
手

で
開
拓
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
説
話
集
に
〈
文
学
〉

が
追
い
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
時
代
に
後
景
へ
と
退
け
ら
れ
た
視
点
で
あ
っ

た
が
、
叩
年
代
以
降
、
浄
土
教
を
め
ぐ
る
思
想
史
研
究
と
リ
ン
ク
し
た
往

生
伝
や
鎌
倉
期
仏
教
説
話
集
の
研
究
が
活
発
化
し
て
、
説
話
と
時
代
の
思

想
情
況
と
の
相
関
、
説
話
が
語
り
用
い
ら
れ
る
場
や
機
能
へ
の
関
心
が
た

か
ま
る
と
し
だ
い
に
前
景
化
し
、
加
年
代
以
降
、
小
峯
・
森
ら
の
世
代
の

研
究
視
点
の
一
つ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
加
年
代
以
降
に
お
け
る
こ
う
し
た
周
縁
研
究
の
前
景
化
に

は
、
脱
中
心
脱
領
域
脱
境
界
化
が
進
ん
だ
当
時
の
時
代
思
潮
も
大
き
く
関

鋭話研究の現在

わ
っ
て
い
よ
う
。
特
に
文
化
人
類
学
、
歴
史
学
の
動
向
は
説
話
研
究
に
直

接
作
用
し
た
も
の
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
先
に
も

述
べ
た
と
お
り
、
領
域
化
し
た
説
話
研
究
が
方
法
上
そ
う
し
た
脱
中
心
化

を
自
ず
か
ら
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
展
開
し
て
い
た
事
情
も
あ
っ
た
。

説
話
集
研
究
の
時
代
、
説
話
研
究
は
芥
川
龍
之
介
以
来
つ
づ
い
て
い
た

話
題
内
容
本
位
の
印
象
批
評
(
野
性
美
・
人
間
性
・
リ
ア
リ
テ
ィ
)
を
脱

し
、
学
問
的
装
い
を
も
っ
た
成
立
論
と
〈
文
学
〉
論
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し

た
が
、
前
者
は
所
収
説
話
の
伝
承
系
統
論
と
し
て
、
後
者
は
所
収
説
話
の

固
有
の
表
現
性
追
求
と
し
て
議
論
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
所
収
話

題
と
他
資
料
所
載
の
同
一
説
話
と
の
比
較
が
方
法
と
さ
れ
、
前
者
は
類
似

度
に
注
目
し
後
者
は
差
異
に
着
目
し
て
、
い
わ
ば
類
似
の
な
か
に
あ
る
差

異
の
検
証
の
う
ち
に
成
立
と
〈
文
学
V

が
説
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
伝
承
性

を
本
性
の
一
っ
と
す
る
説
話
と
近
代
的
な
主
体
幻
想
の
所
産
で
も
あ
る

〈
文
学
〉
観
と
が
折
り
合
い
を
つ
け
る
唯
一
の
方
法
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ

が
、
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
は
よ
り
厳
密
な
比
較
が
不
可
欠
で
、
説
話

集
研
究
は
必
然
的
に
比
較
対
象
た
る
同
一
説
話
の
発
掘
、
つ
ま
り
資
料
探

索
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
資
料
探
索
は
同
一
説
話
の
発
掘

と
と
も
に
説
話
世
界
の
広
が
り
ゃ
そ
の
生
態
へ
の
視
界
を
研
究
主
体
に
開

く
こ
と
に
な
っ
た
。
説
話
は
い
わ
ゆ
る
説
話
集
な
ど
の
説
話
集
成
文
献
の

み
な
ら
ず
、
唱
導
・
事
相
書
・
法
門
口
伝
・
抄
物
・
直
談
・
談
義
・
神
道

書
・
太
子
伝
・
仏
伝
・
寺
社
縁
起
・
絵
解
き
と
い
っ
た
宗
教
世
界
の
諸
資

料
を
は
じ
め
、
踏
素
学
問
世
界
の
注
釈
、
和
歌
歌
学
や
物
語
の
注
釈
書
、

管
絃
楽
書
、
絵
画
(
絵
巻
/
奈
良
絵
本
/
参
詣
受
陀
羅
)
、
芸
能
、
儀
礼

(
法
会
/
即
位
濯
頂
/
古
今
伝
授
、
等
)
、
歴
史
書
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
ほ

か
、
和
歌
や
漢
詩
文
、
物
語
小
説
、
語
り
物
、
話
曲
の
素
材
モ
テ
ィ

I
フ

と
し
て
利
用
さ
れ
、
和
文
渓
文
の
日
記
類
に
も
記
し
留
め
ら
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
応
じ
た
意
味
を
担

ぃ
、
意
味
に
ふ
さ
わ
し
い
形
を
整
え
て
書
か
れ
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
説
話
の
実
態
は
、
説
話
集
の
説
話
を
相
対
化
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
こ
う
し
て
時
代
の
言
説
空
間
に
流
通
弘
布
し
機
能
す
る
説
話

を
目
の
当
た
り
に
す
る
時
、
説
話
集
の
説
話
を
説
話
が
息
づ
く
世
界
に
据

え
直
し
て
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
説
話
の
流
通
機
能
す
る
世
界
そ
の
も

の
の
考
察
の
必
要
を
考
え
さ
せ
も
し
よ
う
。
と
と
も
に
説
話
集
に
、
し
た

が
っ
て
〈
文
学
〉
に
還
元
で
き
な
い
説
話
の
、
そ
し
て
説
話
研
究
の
〈
文

学
〉
を
越
え
る
社
会
学
的
思
想
的
言
語
論
的
な
問
題
領
域
に
聞
か
れ
た
可

能
性
を
発
見
さ
せ
も
し
よ
う
。
領
域
化
し
た
説
話
研
究
が
自
ず
か
ら
脱
中

心
化
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
展
開
し
て
い
た
事
情
と
は
こ
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。
後
景
に
あ
っ
た
〈
説
話
〉
研
究
が
前
景
化
し
た
理
由
は
こ
こ

に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
説
話
研
究
の
現
在
は
、
説
話
の
息
づ
き
流
通
機

能
す
る
世
界
を
対
象
と
し
た
社
会
学
的
思
想
的
言
語
論
的
考
察
へ
と
転
回

し
て
い
る
。
そ
の
具
体
は
、
目

1
回
年
に
刊
行
さ
れ
た
か
説
話
の
講
座
8

全
六
巻
(
勉
誠
社
刊
。

1

『
説
話
と
は
何
か
』
、

2

『
説
話
の
言
説
|
口

承
・
書
承
・
媒
体
|
』
、

3

『
説
話
の
場
|
唱
導
・
注
釈
|
」
、

4

『
説
話

集
の
世
界
I
l古
代
l
」、

5

「
説
話
集
の
世
界
H
l中
世
|
』
、

6

「説

話
と
そ
の
周
縁
!
物
語
・
芸
能
l
」
)
、
現
在
刊
行
中
の
『
説
話
論
集
」

(
清
文
堂
刊
。

1

「
説
話
文
学
の
方
法
」
、

2

「
説
話
と
軍
記
物
語
」
、

3

「
和
歌
・
古
注
釈
と
説
話
」
、

4

「
近
世
文
学
と
説
話
」
。
以
下
予
定
、

5

「
上
代
文
学
と
説
話
」
、

6

「
仏
教
と
説
話
」
、

7

「
中
世
説
話
文
学
の

世
界
」
)
に
収
載
の
諸
論
稿
に
よ
っ
て
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
単
行
の
書
と
し
て
は
小
峯
和
明
『
説
話
の
森
」
(
引
)
、
論
文
で
は
本
田

義
憲
「
今
昔
物
語
集
の
誕
生
」
「
『
辺
境
』
説
話
の
説
」
(
日
本
古
典
集
成

『
今
昔
物
語
集
』
一
・
一
一
「
解
説
」
、
花
・
叩
)
が
参
考
と
な
ろ
う
。
こ
れ

ら
は
現
在
の
説
話
研
究
の
全
体
と
関
心
の
寄
せ
方
を
見
通
す
便
宜
を
与
え

て
有
用
だ
が
、
さ
ら
に
叙
上
の
説
話
が
生
き
て
働
く
実
体
的
な
場
面
に
即

し
た
考
察
論
著
に
は
、
絵
画
・
絵
解
き
関
係
に
林
雅
彦
『
日
本
の
絵
解

き
』
(
位
)
、
徳
田
和
夫
『
絵
語
り
と
物
語
り
』
(
卯
)
等
、
唱
導
・
語
り

物
・
芸
能
関
係
に
福
田
晃
『
中
世
語
り
物
文
芸
』
(
剖
)
、
兵
藤
裕
己
『
語

り
物
序
説
」
(
回
)
、
広
田
哲
通
『
中
世
仏
教
説
話
の
研
究
』
(
訂
)
、
美
濃

部
重
克
『
中
世
伝
承
文
学
の
諸
相
』
(
槌
)
、
今
成
元
昭
『
仏
教
文
学
の
世

界
」
(
邸
)
、
桜
井
好
朗
『
中
世
日
本
の
王
権
・
宗
教
・
芸
能
」
(
槌
)
等
、

中
世
小
説
類
に
福
田
晃
『
神
道
集
説
話
の
成
立
』
(
剖
)
、
徳
田
和
夫
「
お

伽
草
子
研
究
』
(
邸
)
等
、
学
問
・
注
釈
関
係
に
黒
田
彰
『
中
世
説
話
の

文
学
史
的
環
境
」
(
訂
)
、
「
同
続
』
(
何
)
、
牧
野
和
夫
「
中
世
の
説
話

と
学
問
』
(
引
)
、
山
崎
誠
『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
」
(
白
)
、
広
田

哲
通
『
中
世
法
華
経
注
釈
書
の
研
究
』
(
回
)
等
、
漢
文
学
関
係
に
増
田

欣
『
『
太
平
記
」
の
比
較
文
学
的
研
究
」
(
苅
)
、
渡
辺
秀
夫
『
平
安
朝
文

学
と
漢
文
世
界
」
(
但
)
等
、
宗
教
儀
礼
関
連
に
田
中
貴
子
『
外
法
と
愛

法
の
中
世
」
(
回
)
、
山
本
ひ
ろ
子
「
変
成
譜
』
(
回
)
等
が
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
場
に
即
し
た
考
察
は
現
在
な
お
進
行
中
で
、
右

に
掲
げ
た
諸
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
思
想
史
領
域
の
音
原
浩
人
・
曽
根
原
理
・

伊
藤
聡
等
、
歌
学
領
域
で
の
川
平
ひ
と
し
・
錦
仁
・
山
田
洋
嗣
・
三
輪
正

胤
・
西
村
加
代
子
等
の
諸
氏
論
考
な
ど
、
雑
誌
・
論
集
・
講
座
類
に
発
表

さ
れ
る
論
稿
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
そ
の
実
際
は
上
記
9

説
話
の

講
座
e

各
巻
末
尾
の
文
献
目
録
、
『
今
昔
物
語
集
年
報
』
(
笠
間
書
院
)
所

載
の
目
録
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
寺
社
宝
蔵
の
僅
底
か
ら
価
値
の
再
発
見

を
も
っ
て
選
り
出
さ
れ
た
新
資
料
の
紹
介
を
含
め
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
論

文
の
多
さ
は
斯
界
研
究
の
盛
況
ぶ
り
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
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以
上
、
説
話
研
究
の
現
在
を
過
去
十
余
年
の
研
究
動
向
を
振
り
返
り
つ

つ
概
観
し
た
。
〈
文
学
〉
の
病
癒
え
そ
の
生
態
に
即
し
て
説
話
と
向
き
合

う
と
こ
ろ
に
よ
う
や
く
到
達
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま

な
文
化
事
象
に
息
づ
き
、
語
る
主
体
の
世
界
像
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
示

し
た
り
、
翻
っ
て
世
界
を
認
識
し
解
読
す
る
あ
る
い
は
さ
せ
る
媒
体
と
し

て
機
能
し
た
説
話
。
叙
上
の
諸
研
究
は
そ
う
し
た
説
話
の
生
態
と
向
き
合

う
な
か
で
、
仏
教
学
、
神
道
学
、
思
想
史
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
、
芸
術

学
(
芸
能
・
美
術
)
、
民
俗
学
、
言
語
学
等
々
の
関
連
諸
科
学
と
連
携
し

つ
つ
、
時
代
の
社
会
的
文
化
的
思
想
的
相
貌
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

た
だ
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
さ

ま
ざ
ま
な
文
化
事
象
に
息
づ
き
流
通
機
能
す
る
説
話
は
文
化
総
体
を
表
象

す
る
か
に
見
え
、
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
説
話
を
媒
体
と
し
て
時
代
の
社
会

的
文
化
的
思
想
的
相
貌
を
、
ひ
い
て
は
時
代
の
想
像
力
や
〈
知
〉
の
様
態

を
窺
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
予
見

は
、
説
話
の
言
説
と
し
て
の
機
能
(
権
力
)
へ
の
配
慮
を
怠
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
言
説
は
社
会
や
文
化
、
思
想
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
情
況
の
反
映
と
し

て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
で
は
な
い
事
態
情
況
に
む
け
た
戦
略
的

な
再
生
、
更
新
、
創
出
と
し
て
常
に
立
ち
現
わ
れ
る
。
言
説
が
現
わ
れ
る

場
で
は
い
つ
も
何
か
が
(
あ
ら
た
め
て
/
あ
ら
た
に
)
創
ら
れ
何
か
が

(
あ
ら
た
め
て
/
あ
ら
た
に
)
排
除
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
説
示
性
を
も
う
一
つ
の
本
性
と
す
る
説
話
は
、
語
ら
れ
書
か

れ
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
担
わ
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
て
何
か
を
(
あ
ら
た

め
て
/
あ
ら
た
に
)
創
り
出
し
何
か
を
(
あ
ら
た
め
て
/
あ
ら
た
に
)
排

観話研究の現在

除
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、

説
話
が
文
化
総
体
の
表
象
で
も
時
代
が
共
有
し
た
想
像
力
や
〈
知
〉
の
様

態
を
伝
え
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
あ
え
て
い
え
ば
文

化
総
体
を
見
せ
掛
け
想
像
力
や
ハ
知
〉
の
様
式
化
を
目
論
み
仕
組
む
も
の

こ
そ
が
説
話
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
ま
ま
に
説
話
研
究
を
民

族
研
究
や
文
化
研
究
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
は
、
戦
前
の
説
話
研
究
同
様

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
陥
穿
に
落
ち
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
説
話
研
究
は
民

族
研
究
で
も
文
化
研
究
で
も
あ
り
え
な
い
。
説
話
が
世
界
像
を
見
せ
掛
け

想
像
力
や
〈
知
〉
の
様
式
化
を
目
論
む
言
説
で
あ
る
以
上
、
説
話
研
究
は

そ
の
言
説
と
し
て
の
構
造
、
機
構
、
機
能
を
明
ら
か
に
し
、
む
し
ろ
そ
う

し
た
民
族
・
国
家
・
文
化
を
め
ぐ
る
幻
想
を
相
対
化
し
解
体
す
る
意
義
を

担
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
説
話
研
究
と
は
言
説
研
究
の
別
名
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
考
察
に
は
、
す
で
に
阿
部
泰
郎
の

日
本
紀
論
や
王
権
論
、
兵
藤
裕
己
の
語
り
物
論
や
神
話
論
、
田
中
貴
子

「
悪
女
論
」
(
位
)
、
同
『
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』
(
似
て
深
沢
徹

『
中
世
神
話
の
煉
丹
術
」
(
似
て
小
川
豊
生
の
院
政
期
諸
領
域
を
横
断
す

る
言
説
論
が
あ
り
、
前
掲
小
峯
・
森
著
書
を
承
け
た
前
田
雅
之
・
荒
木

浩
・
山
口
真
琴
ら
の
説
話
集
論
が
あ
る
。
今
後
の
説
話
研
究
は
、
文
化
史

研
究
と
い
う
名
の
混
沌
に
明
瞭
な
道
標
を
刻
む
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
導
か

れ
る
形
で
、
〈
知
〉
の
考
察
に
向
け
た
言
説
研
究
と
し
て
展
開
し
て
い
く

こ
と
に
な
ろ
う
。

※
な
お
、
説
話
研
究
の
現
在
に
つ
い
て
は
小
峯
和
明
「
説
話
研
究
の
現
在
」

(
『
説
話
文
学
研
究
」

mu
、
M
-
6
)
、
前
回
雅
之
「
説
話
」
(
仏
教
文
学
講
座

6
「
研
究
史
と
研
究
文
献
目
録
』
所
収
、
勉
誠
社
刊
、

ω
・
8
)
が
あ
り
、

研
究
展
望
に
便
宜
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

-
上
仏
島
大
学
助
教
授
|
|
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