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書 

評

日
本
口
承
文
芸
学
会
編

『
シ
リ
ー
ズ 

こ
と
ば
の
世
界
』
全
四
巻

川 

村　

清 

志

は
じ
め
に

　
『
シ
リ
ー
ズ
こ
と
ば
の
世
界
』
は
、『
日
本
口
承

文
芸
学
会
』
発
足
三
〇
周
年
を
記
念
し
て
企
画
さ

れ
、「
口
承
文
芸
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
領
域
を
、

ほ
ぼ
網
羅
す
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
四

巻
か
ら
な
る
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
つ

た
え
る
」「
か
た
る
」「
は
な
す
」「
う
た
う
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
平
仮

名
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
シ

リ
ー
ズ
は
、
研
究
者
以
外
の
一
般
読
者
に
む
け
て

発
信
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
論
考
も
平
明
な
丁
寧

文
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
巻
の
構
成
で
は
、
巻
ご
と
に
三
章
が
設
け
ら

れ
、
テ
ー
マ
ご
と
に
異
な
っ
た
研
究
者
が
執
筆
を

分
担
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
コ
ラ
ム
と
し
て
や
や

専
門
的
な
議
論
や
逆
に
個
別
の
話
題
が
短
く
ま

と
め
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
も
多
く
配
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
本
は
、
い
わ
ゆ
る
専

門
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
こ
こ
に
記
さ

れ
て
い
る
議
論
を
研
究
書
の
よ
う
な
評
価
基
準

で
捉
え
て
も
、
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
、
各
巻
ご
と
の

概
要
と
特
色
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
う
え

で
本
シ
リ
ー
ズ
が
一
般
に
む
け
て
発
信
さ
れ
た

意
義
と
そ
の
よ
う
な
一
般
化
を
目
指
す
う
え
で

生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
評
者
も
「
わ
か
り

や
す
い
」
文
章
を
目
指
す
た
め
に
、
こ
の
書
評
も

丁
寧
文
で
記
す
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

一　

構
成

　

一
巻
の
『
つ
た
え
る
』
は
、「
口
承
文
芸
」
に

つ
い
て
の
概
論
的
な
紹
介
の
巻
と
な
り
ま
す
。
ま

ず
、
口
承
文
芸
と
い
う
言
葉
が
提
起
さ
れ
た
背
景

と
、
そ
の
研
究
の
意
義
が
説
明
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
第
一
章
「
口
承
文
芸
の
方
法
」
で
は
、
口
承

文
芸
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
が
合
わ
さ

れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
組
み
立
て
た
柳
田
國
男
の

視
点
が
再
考
さ
れ
、
技
術
の
発
達
と
マ
ス
／
マ
ル

チ
・
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
の
な
か
で
の
口
承
文
芸
の

意
義
が
問
い
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
第
二
章

の
「
世
界
の
口
承
文
芸
」
で
は
、
文
字
通
り
「
各

国
」
の
口
承
文
芸
の
諸
相
が
紹
介
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
中
国
、
韓
国
、
奄
美
、
沖
縄
と
い
っ
た
日
本

の
周
辺
部
と
東
ア
ジ
ア
の
他
に
も
、
ロ
シ
ア
、
ド

イ
ツ
な
ど
の
口
承
文
芸
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
地
域
の
構
成
に
は
相
当
な
ば
ら
つ
き
が

あ
り
ま
す
が
、
口
承
文
芸
研
究
が
「
各
国
」
に

よ
っ
て
も
多
寡
の
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う

編
集
上
の
意
図
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
三
章
は

「
口
承
文
芸
と
そ
の
周
辺
」
と
命
名
さ
れ
、
様
々

な
局
面
で
口
承
文
芸
と
隣
接
し
た
り
、
密
接
な
関

係
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
領
域
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
説
話
や
歌
謡
、
神
話
と
い
っ
た
隣
接
す

る
領
域
と
の
分
節
化
を
は
か
る
議
論
や
、
年
中
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行
事
、
民
間
宗
教
な
ど
口
承
文
芸
の
母
胎
と
な
っ

た
社
会
的
な
制
度
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
エ
ッ

セ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
二
巻
、『
か
た
る
』
は
、
主
に
「
昔
話
」
や

「
語
り
物
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
考
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
巻
の
冒
頭
で
語
り
と
は
「
定
ま
っ
た

内
容
を
、
聞
き
手
の
反
応
を
意
識
し
な
が
ら
、
様

式
に
の
っ
と
っ
て
話
す
言
語
行
為
」（
二
巻
、
四(

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
一
章

の
「
昔
話
と
語
り
物
」
で
は
、
日
本
と
そ
の
周
辺

地
域
の
「
昔
話
」
や
「
語
り
物
」
が
紹
介
さ
れ
ま

す
。
こ
の
章
の
中
に
は
、
昔
話
の
概
要
が
示
さ
れ

た
あ
と
に
「
ア
イ
ヌ
」
や
「
南
島
」
の
事
例
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
章
の
「
昔
話
の
姿
と
語
り

手
」
は
、
や
や
異
質
な
章
で
す
。
こ
こ
で
は
、
具

体
的
な
昔
話
の
事
例
と
昔
話
を
語
る
人
た
ち
、
そ

し
て
、
昔
話
を
分
析
す
る
理
論
的
な
枠
組
み
に
つ

い
て
の
エ
ッ
セ
ー
が
並
存
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、「
動
物
の
昔
話
」（
中
村
と
も
子
）
が
最
初
に

登
場
し
た
か
と
思
う
と
、
次
に
「
昔
話
の
語
り

手
」（
野
村
敬
子
）
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
ー
が
記

さ
れ
、
さ
ら
に
プ
ロ
ッ
プ
や
ダ
ン
デ
ス
な
ど
の
研

究
者
の
理
論
が
続
き
ま
す
。
第
三
章
で
は
、
世
界

の
昔
話
に
目
が
向
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
章
で
は
、

ド
イ
ツ
、
西
ア
フ
リ
カ
、
中
国
、
韓
国
、
ロ
シ
ア

と
い
っ
た
国
の
昔
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
巻
の
『
は
な
す
』
で
は
、
表
題
と
な
る
言
葉

の
特
徴
を
「
自
由
に
も
の
を
言
う
こ
と
」（
三
巻
、

四
）
と
位
置
づ
け
ま
す
。
具
体
的
に
は
第
一
章
で

「
伝
説
」、
第
二
章
で
「
世
間
話
」、
そ
し
て
第
三

章
で
「
現
代
伝
説
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
紹
介

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
章
で
は
、
南
島
を

含
ん
だ
日
本
の
伝
説
の
諸
相
が
示
さ
れ
ま
す
。
二

章
の
「
世
間
話
」
で
は
、
世
間
話
に
つ
い
て
の
概

略
が
示
さ
れ
た
ほ
か
、「
色
話
」
や
「
笑
話
」
と

い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
現
代
伝
説
」
の
章
で
は
、
日
本
の
「
現
代
伝
説
」

の
他
に
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
確

か
に
「
伝
説
」
は
、「
昔
話
」
の
よ
う
な
始
ま
り

と
終
わ
り
を
示
す
常ク

リ
ー
シ
ュ

套
句
は
な
く
、
語
る
順
序
に

特
に
約
束
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
様

に
「
世
間
話
」
も
、
時
代
的
に
よ
り
新
し
い
話
題

が
提
供
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
除
く
と
、
比
較
的

自
由
に
話
題
が
語
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
こ

の
よ
う
な
一
般
的
な
傾
向
が
、
こ
こ
で
「
は
な

す
」
と
一
括
さ
れ
た
領
域
に
妥
当
す
る
の
か
ど
う

か
は
、
後
ほ
ど
改
め
て
検
証
し
な
い
と
い
け
な
い

で
し
ょ
う
。

　

四
巻
の
『
う
た
う
』
は
、
巻
の
名
前
の
と
お

り
、
節ふ

し
を
も
つ
口
承
文
芸
で
あ
る
「
民
謡
」
を
中

心
に
「
な
ぞ
と
こ
と
わ
ざ
」、「
こ
と
ば
遊
び
」
と

い
っ
た
章
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
章
の

「
民
謡
」
で
は
、
歴
史
的
な
系
譜
と
し
て
古
代
の

童わ
ざ
う
た謡

が
紹
介
さ
れ
た
り
、
南
島
や
韓
国
、
中
国

の
少
数
民
族
な
ど
の
「
日
本
」
以
外
の
「
民
謡
」

も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
の
民
謡
に

つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
、
唯
一
つ
し
か

な
い
と
い
う
の
は
、
他
の
巻
の
「
昔
話
」
や
「
伝

説
」
と
比
べ
て
も
、
や
や
不
釣
合
い
な
感
じ
が
し

な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
、
第
二
章
の
「
な

ぞ
と
こ
と
わ
ざ
」
で
は
、
日
本
に
お
け
る
そ
れ
ら

の
歴
史
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
や
イ

タ
リ
ア
の
事
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
後
の

「
こ
と
ば
遊
び
」
の
章
で
は
、
し
ゃ
れ
や
語
呂
合

わ
せ
、
早
口
言
葉
を
紹
介
し
た
節
の
ほ
か
に
「
命

名
・
造
語
」
と
い
う
節
も
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
項
目
は
柳
田
國
男
が
『
口
承
文
芸
史

考
』
で
論
じ
た
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
き
わ
め
て
重
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要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
世
界
観

や
物
事
の
認
識
の
あ
り
方
を
示
す
行
為
」（
四
巻
、

一
八
六
）
で
あ
り
、
口
承
文
芸
と
日
常
的
な
言
語

行
為
を
節
合
す
る
領
域
で
あ
る
と
も
い
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
ら
は
、
口
承
文
芸
研
究
の
な
か
で

は
周
辺
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す

が
、
今
後
、
他
分
野
と
の
連
携
の
も
と
に
よ
り
深

い
考
察
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
二　

成
果

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
研
究
者

を
対
象
と
し
た
専
門
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
広
く

一
般
に
向
け
て
、
口
承
文
芸
と
い
う
領
域
と
そ
の

研
究
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
口
承
文
芸

の
広
が
り
と
は
、
大
ま
か
に
い
っ
て
歴
史
的
な
も

の
と
空
間
的
な
も
の
に
分
け
ら
れ
そ
う
で
す
。

　

そ
も
そ
も
、
口
承
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
人
間

の
歴
史
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
長
い
間
、
人
々
の

生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
口
承
に
よ
る
伝
達
は
、
文
字
や

そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
し
て
以
降
も
、
重
要

な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
口
承
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
文
芸
が
、
古
代
か

ら
現
代
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
様
子
が
多
く

の
エ
ッ
セ
ー
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
古
典
説
話
と
昔
話
」（
徳
田
和
夫
）
で
は
昔

話
の
系
譜
が
記
さ
れ
、「
奥
浄
瑠
璃
」（
松
本
孝

三
）
で
は
、「
語
り
物
」
の
前
近
代
か
ら
の
位
相

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
怪
談
と
高
僧
伝
説
」（
堤

邦
彦
）
で
は
「
伝
説
」
に
つ
い
て
、「
童
謡
」（
末

次
智
）
や
「
歌
謡
史
と
口
承
文
芸
」（
真
鍋
昌
弘
）

で
は
「
民
謡
」
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
文
献
と
口

承
文
芸
と
の
連
続
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
議
論
を
み
る
と
、
い
か
に
各
時
代
の
文
字

と
口
承
が
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
っ
て
き
た
の

か
が
理
解
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
時
間

軸
の
延
長
上
で
、
現
代
の
口
承
文
芸
に
つ
い
て

の
新
た
な
知
見
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

「
メ
デ
ィ
ア
と
伝
説
」（
野
村
典
彦
）
で
は
、
近
代

的
な
交
通
網
に
よ
る
旅
や
観
光
の
広
が
り
と
印

刷
媒
体
の
普
及
を
通
し
て
、「
伝
説
」
が
再
認
識

さ
れ
る
過
程
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
観

光
と
昔
話
」（
川
森
博
司
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

観
光
化
の
な
か
の
昔
話
の
再
創
造
も
、
す
ぐ
れ
て

今
日
的
な
現
象
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。　

　

次
に
口
承
文
芸
の
空
間
的
な
広
が
り
に
つ
い

て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
シ
リ
ー
ズ
の
各
巻
で
は
、

日
本
以
外
の
多
く
の
地
域
の
口
承
文
芸
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
日
本
の
周
辺
部
と
し
て
、

奄
美
や
沖
縄
な
ど
の
南
島
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
の

口
承
文
芸
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
韓

国
、
中
国
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
地
域

の
口
承
文
芸
も
複
数
の
巻
で
登
場
し
ま
す
。
そ
の

次
に
多
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
口

承
文
芸
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
ら
以
外
の
地
域
、
東

南
ア
ジ
ア
や
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
口

承
文
芸
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
自
体
の
多
寡
に
も
よ

る
の
で
し
ょ
う
が
、
コ
ラ
ム
の
よ
う
な
短
い
も
の

で
あ
っ
て
も
、
も
う
少
し
広
い
地
域
の
口
承
文
芸

を
掲
載
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

た
だ
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
単
に
口
承
文
芸
を
空

間
的
、
地
域
的
な
差
異
の
も
と
に
羅
列
し
て
い

る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
海
外
の
口
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承
文
芸
が
文
字
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
日
本
の
地
域
社
会
に
再
導
入
さ
れ
、
口

承
文
芸
と
し
て
展
開
し
て
い
く
過
程
も
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
越
境
す
る
口
承
文
芸
」

（
伊
藤
清
司
）
で
は
、
日
本
で
具
体
的
な
地
名
ま

で
冠
さ
れ
た
伝
説
が
、
じ
つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
輸
入
さ
れ
た
語
り
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
近
代
の
事
例
で
す
が
、
近
代
以
前
か

ら
、
文
献
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
説
話

や
伝
説
が
、
日
本
各
地
に
口
承
や
書
承
の
形
で
広

が
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
も
「
怪
談
と
高
僧
伝

説
」
な
ど
の
論
考
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
か
ら
口
承
文
芸
は
、
地
域
を
超
え
て
、

場
合
に
よ
っ
て
は
口
承
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
か
ら

も
跳
躍
し
て
展
開
し
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

存
在
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
と
の
展
開
の
な
か
で
の
口
承
文
芸

の
変
容
も
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
す
。
す
で
に
記
し

た
よ
う
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
文
字
に
よ
る
文

芸
と
口
承
文
芸
は
、
大
変
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
代
以

後
の
私
た
ち
の
生
活
は
、
こ
れ
ま
で
の
口
承
と
文

字
を
中
心
と
し
た
生
活
か
ら
、
全
く
様
変
わ
り
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
新
聞
、
雑
誌
と
い
っ
た
印
刷

媒
体
が
広
く
普
及
し
た
か
と
思
う
と
、
ラ
ジ
オ
、

電
話
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
巨
大
な
情
報
網
を
構
築
し
な
が

ら
、
私
た
ち
の
生
活
の
奥
深
く
に
ま
で
浸
透
し
て

い
ま
す
。
口
承
文
芸
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
文
字
と
の
関
係
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
様
々

な
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
の
な
か
で
時
に
は
衰
退

し
、
時
に
は
新
た
な
展
開
を
示
し
て
き
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
す
で
に
記
し
た
観

光
化
の
な
か
で
再
話
さ
れ
る
昔
話
や
印
刷
媒
体

を
通
し
て
再
認
識
さ
れ
る
伝
説
の
事
例
が
、
近
代

以
後
の
口
承
文
芸
の
展
開
を
捉
え
る
重
要
な
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
第
三
巻

に
登
場
し
た
「
世
間
話
」
や
「
現
代
伝
説
」
の
事

例
は
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
よ

り
現
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
口
承
文
芸
が

形
を
変
え
て
展
開
し
て
い
る
事
例
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

　

た
だ
、
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
に
は
、
一
般
書
と
し

て
は
、
読
み
解
き
に
く
い
テ
ー
マ
も
見
え
隠
れ
し

ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
口
承
文
芸
」
と
い
う
学

問
的
な
領
域
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に

見
え
に
く
く
な
っ
た
微
妙
な
問
題
が
、
問
い
直
さ

れ
て
い
る
点
で
す
。

　

例
え
ば
、
小
峯
和
明
氏
は
、
中
世
の
文
献
を
も

と
に
「
聞
書
」
の
特
異
な
側
面
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。
彼
は
、
文
献
資
料
と
口
承
文
芸
と
を
安
易

に
接
続
す
る
の
で
は
な
く
、「
現
場
の
声
を
復
元

す
る
か
の
よ
う
で
逆
に
消
し
て
し
ま
う
」
文
字

言
語
の
危
う
さ
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う

え
で
「
語
る
側
と
書
く
側
の
相
関
、
位
置
関
係
」

や
メ
デ
ィ
ア
の
質
的
な
差
異
に
も
配
慮
し
つ
つ
、

「
聞
書
か
ら
説
話
集
と
い
う
道
行
き
」（
一
巻
、

一
八
五
）
の
「
原
初
」
を
見
定
め
る
視
点
を
提
示

し
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

は
、「
世
間
話
」（
常
光
徹
）
に
お
い
て
も
焦
点
化

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
世
間
話
と
は
「
語
り
手

と
聞
き
手
の
相
互
作
用
の
場
」（
三
巻
、
一
三
一
）

で
あ
り
、
人
々
が
自
ら
の
経
験
を
意
識
化
し
て
い

く
際
の｢

談
話
の
技
術｣

を
明
ら
か
に
し
う
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す( 1

(

。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
注
目

さ
れ
る
の
は
、
単
に
口
承
と
書
承
を
分
節
化
し
て
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検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
交
わ
る
地
平
、

あ
る
い
は
「
起
源
」
を
問
い
な
お
す
視
座
が
伏
在

し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
本
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
予

告
さ
れ
な
が
ら
、
未
発
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い

る
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
、「
口
承
文
芸
」
と
は

何
か
と
い
う
問
い
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
お
わ
り
に
」

に
譲
る
こ
と
に
し
ま
す
。

三　

課
題

　

口
承
文
芸
に
つ
い
て
様
々
な
テ
ー
マ
が
埋
め

込
ま
れ
た
本
シ
リ
ー
ズ
で
す
が
、
い
く
つ
か
の
問

題
を
感
じ
た
こ
と
も
確
か
で
す
。

　

ま
ず
、
き
わ
め
て
奇
妙
な
こ
と
で
す
が
、
こ
の

シ
リ
ー
ズ
で
は
、
現
実
に
「
口
承
文
芸
」、
あ
る

い
は
口
承
文
芸
研
究
が
直
面
し
て
い
る
危
機
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
日
の
日
本
（
と
そ
の
周

辺
部
に
お
い
て
も
）
で
、
か
つ
て
の
よ
う
な
「
昔

話
」
や
「
伝
説
」
を
村
の
人
た
ち
か
ら
聞
き
取
る

と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
伝
え
ら
れ
る
口
承
文
芸

は
、
往
年
の
研
究
者
が
夢
想
し
た
よ
う
な
口
承

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
芸
な
ど
で
は

あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
多
く
の
人
々

は
、
文
字
や
印
刷
媒
体
、
場
合
に
よ
っ
て
は
電
子

メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
、
様
々
な
物
語
を
イ
ン

プ
ッ
ト
し
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
も
し
て
い
る
の
で

す
。

　

例
え
ば
、
現
在
、『
か
た
る
』
の
巻
に
登
場
し

て
い
た
「
昔
話
」
を
一
〇
〇
話
以
上
語
れ
る
語
り

手
と
い
っ
た
存
在
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
は
不

可
能
で
す
。
仮
に
新
た
な
語
り
手
た
ち
が
登
場
し

て
も
、
彼
ら
は
印
刷
媒
体
や
学
校
教
育
の
よ
う
な

近
代
的
な
制
度
を
経
た
な
か
で
昔
話
と
出
会
い
、

体
得
し
、
発
信
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
囲

炉
裏
端
で
の
「
む
か
し
、
む
か
し
」
と
い
っ
た

光
景
は
、
端
的
に
い
っ
て
幻
想
な
の
で
す
。
ま

た
、
エ
ッ
セ
ー
や
コ
ラ
ム
に
登
場
し
て
い
た
盲

僧
や
説
教
師
、
巫
女
の
よ
う
な
口
承
文
芸
の
担

い
手
も
、
ほ
ぼ
、
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
、
本
シ
リ
ー
ズ
を
通
し
て
、
か
つ
て

の
口
承
の
現
場
を
照
射
し
た
数
少
な
い
事
例
は
、

「
木
霊
・
船
霊
信
仰
の
呪
法
と
伝
説
」（
松
尾
恒

一
）
く
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
エ
ッ
セ
ー

は
、「
民
俗
的
な
信
仰
が
新
た
な
祭
儀
を
生
み
出

す
力
」（
三
巻
六
〇

－

六
一
）
と
し
て
、
奄
美
大

島
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
儀
礼
の
な
か
で
由
来

譚
と
し
て
伝
説
や
歌
謡
が
再
構
成
さ
れ
る
様
子

の
現
在
形
を
紹
介
し
て
い
ま
す( 2

(

。

　

こ
の
よ
う
な
声
、
な
い
し
は
口
承
を
中
心
と
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
育
ま
れ
た
文
芸
は

無
数
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
け
れ
ど
も
、

日
本
の
各
地
で
口
承
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
重
要

性
が
相
対
的
に
後
退
し
、
担
い
手
と
な
る
人
々
も

姿
を
消
し
た
と
い
う
事
実
は
、
否
定
の
し
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し

て
き
た
マ
ス
／
マ
ル
チ
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
接
触
に

よ
る
事
例
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
社
会
の
変
容
の

結
果
、
新
た
に
生
じ
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。
そ

れ
ら
は
、
か
つ
て
の
口
承
文
芸
に
関
わ
る
研
究
調

査
が
限
界
を
き
た
し
、
新
た
な
問
題
意
識
と
方
法

論
の
も
と
に
見
出
さ
れ
て
き
た
領
域
だ
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
口
承
文
芸

と
書
承
の
文
芸
（
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
「
文
芸
」

な
の
で
す
が
）
と
の
相
互
的
な
影
響
が
前
近
代
か
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ら
連
綿
と
続
い
て
き
た
事
例
と
、
近
代
以
後
の
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
の
な
か
で
の
口
承
文
芸
の

変
容
を
並
列
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
し
か
も

エ
ッ
セ
ー
の
中
に
は
、
数
十
年
前
に
聞
き
取
ら
れ

た
口
承
／
文
芸
を
―
―
「
聞
書
」
の
危
険
性
は

あ
ま
り
考
慮
せ
ず
に
―
―
資
料
と
し
て
論
じ
た

も
の
も
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事

例
は
、
読
者
に
大
き
な
誤
解
を
与
え
る
こ
と
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
シ
リ
ー
ズ
の
基

礎
と
な
る
『
つ
た
え
る
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
口
承
文
芸
の
変
容
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
し

た
議
論
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

　

次
に
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
口
承
文
芸
の
各
ジ
ャ

ン
ル
に
つ
い
て
の
術
語
に
論
者
に
よ
っ
て
か
な

り
幅
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
と
え

ば
、
三
巻
の
『
は
な
す
』
の
巻
に
は
、
従
来
の
研

究
分
野
で
は
「
伝
説
」
と
「
世
間
話
」
に
あ
た
る

領
域
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ

の
巻
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
、
世
間
話
の
章
に
続
い

て
「
現
代
伝
説
」
と
い
う
章
が
立
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
で
は
、「
現
代
伝
説
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
序
で
は
、「
私
た
ち
の
身

辺
で
と
り
ざ
た
さ
れ
る
話
に
つ
い
て
は
、
都
市
伝

説
と
か
現
代
民
話
な
ど
の
呼
称
で
用
い
ら
れ
」
て

い
る
け
れ
ど
も
、「
大
き
な
枠
組
み
で
と
ら
え
れ

ば
、
世
間
話
の
分
野
に
属
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
」（
三
巻
、
五
）
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
「
現
代
伝
説
」
は
海
外
の

術
語
の
翻
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し

く
、「
現
代
伝
説
」
の
章
で
は
、「
ド
イ
ツ
の
現
代

伝
説
」「
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
伝
説
」
と
い
っ
た
節

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
、
改
め

て
章
を
違
え
る
根
拠
は
、
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
「
現
代
伝
説
」
と
「
都
市
伝

説
」
に
つ
い
て
の
厳
密
な
区
分
も
な
く
、
論
者
に

よ
っ
て
も
使
用
法
は
一
定
し
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

な
位
置
づ
け
で
は
、
一
般
の
読
者
が
術
語
の
内
実

を
理
解
す
る
の
は
困
難
と
考
え
る
の
は
評
者
だ

け
で
し
ょ
う
か( 3

(

。

　

も
う
少
し
大
き
な
視
点
か
ら
み
る
と
、
シ
リ
ー

ズ
自
体
の
編
集
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
余
地
は

あ
り
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
二
巻
に
配
置
さ
れ

た
「
昔
話
」
と
三
巻
の
「
伝
説
」、「
世
間
話
」
の

関
係
、
ま
た
二
巻
の
「
語
り
物
」
と
四
巻
の
「
民

謡
」
や
「
言
葉
遊
び
」
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
本

来
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
編
集
の
関
係
上
、
こ
の
よ
う
な

巻
分
け
に
な
っ
た
こ
と
は
仕
方
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
事
例
や
議
論
を
孤
立
さ

せ
た
ま
ま
で
よ
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
は
ず
で

す( 4

(

。

　

そ
も
そ
も
三
巻
の
「
伝
説
」
や
「
世
間
話
」

を
、
は
た
し
て
『
は
な
す
』
と
い
う
特
徴
に
の

み
、
囲
い
込
ん
で
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日

本
で
最
も
有
名
な
世
間
話
の
一
つ
で
あ
る
「
口
裂

け
女
」
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
話

の
バ
リ
ア
ン
ト
を
詳
細
に
分
析
し
た
野
村
純
一

氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
口
裂
け
女

の
話
は
、
明
ら
か
に
昔
話
の
三
人
兄
弟
（
姉
妹
）

譚
の
話
型
に
収
斂
し
て
い
く
傾
向
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す( 5

(

。
同
じ
く
世
間
話
の
「
メ
リ
ー

さ
ん
」
の
話
の
よ
う
に
語
り
手
が
聞
き
手
を
驚
か

せ
る
た
め
に
、
一
定
の
順
序
を
守
っ
て
話
す
世
間

話
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
「
異
人
殺

し
」
と
「
こ
ん
な
晩
」
の
よ
う
な
伝
説
と
世
間
話

と
の
連
関
を
示
す
研
究
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
「
昔
話
」
と
「
伝
説
」、「
世
間
話
」
の
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ジ
ャ
ン
ル
間
の
関
係
性
を
説
明
す
る
エ
ッ
セ
ー

が
、
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
野
村
典
彦
氏
は
、「
メ

デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
表
出
を
す
る
た

め
に
、「
か
た
る
」
や
「
は
な
す
」
と
い
っ
た
象

徴
的
な
動
詞
ひ
と
つ
に
は
限
定
で
き
な
い
も
の

が
伝
説
な
の
で
す
」（
三
巻
、
一
一
〇
）
と
述
べ

て
お
り
、
伝
説
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
に
も
異
議

を
唱
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
四
巻
が
「
う
た
う
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
な
ぞ
と
こ
と
わ
ざ
」
や

「
こ
と
ば
遊
び
」
の
章
に
は
、
節
や
リ
ズ
ム
を
持

つ
も
の
は
、
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
節
を
も
つ
口
承
文
芸
な
ら

ば
、
二
巻
の
『
か
た
る
』
に
登
場
し
た
「
語
り

物
」
こ
そ
が
、
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
で
す
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
口
承
文
芸
間
の
連
続
性
に

つ
い
て
、
も
う
少
し
ま
と
ま
っ
た
解
説
と
、
ジ
ャ

ン
ル
間
を
再
リ
ン
ク
す
る
た
め
の
記
述
が
必
要

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
編
集
が
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
の

は
、
国
や
民
族
を
単
位
と
し
て
口
承
文
芸
を
語
る

こ
と
の
正
当
性
、
な
い
し
は
真
正
性
の
問
題
で

す
。
こ
の
問
題
を
こ
こ
で
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
巻
に
よ
っ
て
、「
ア
イ
ヌ
」
や

「
南
島
」
が
世
界
の
章
に
配
置
さ
れ
た
り
、
日
本

国
内
の
事
例
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
り
す
る
の

は
、
い
か
に
も
奇
妙
に
み
え
ま
す
。
近
代
以
後
の

国
民
国
家
を
単
位
と
し
て
口
承
文
芸
を
語
る
こ

と
の
正
当
性
も
、
も
う
少
し
吟
味
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か( 6

(

。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
最
後
に
あ

え
て
問
い
直
し
て
み
た
く
な
る
の
は
、
で
は
「
口

承
文
芸
」
と
は
一
体
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
冒
頭
で
石
井
正
己
氏
は
、「
課

題
は
、
む
し
ろ
、
口
承
文
芸
そ
の
も
の
の
再
考
に

あ
る
」
と
明
示
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
「
人
類
史

に
お
け
る
口
承
文
芸
の
役
割
は
す
で
に
終
わ
っ

た
」
と
は
捉
え
ず
、「
近
代
文
明
が
発
達
し
た
現

代
社
会
で
も
、
口
伝
え
に
よ
る
意
志
の
伝
達
が
な

く
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
」
と
語
り
ま
す
。
そ
の

う
え
で
、「
聞
き
た
い
、
語
り
た
い
と
い
う
欲
求
」

の
も
と
に
「
口
承
文
芸
の
伝
統
を
未
来
に
つ
な

ぐ
」（
一
巻
、
二
二
）
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

評
者
も
こ
の
よ
う
な
立
場
に
は
、
全
く
異
議
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
、
な
お
の
こ
と
、
口
承
文

芸
の
新
た
な
展
開
と
そ
こ
か
ら
逆
照
射
さ
れ
る

文
字
や
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
連
関
の
も
と

に
、
既
存
の
研
究
分
野
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
再
分

節
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
確
か
に
戦
後
の
口
承
文
芸

研
究
の
広
が
り
を
提
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
現
象
面
と
理
論
面
の
両
方
に
お
い
て
、
現
在

の
研
究
は
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
て
い
ま
す( 7

(

。
そ
の

状
況
を
打
破
し
、
既
存
の
分
野
を
再
編
し
、
新
た

な
領
域
を
開
拓
し
、
理
論
的
な
枠
組
み
を
根
源
か

ら
見
直
す
取
り
組
み
が
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
次
に

な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
急
務
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
の
時
間
は
、
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

注（
１
） 

こ
の
議
論
は
、
常
光
氏
が
重
信
幸
彦
氏
の

議
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の

論
調
は
、
柳
田
以
後
の
議
論
を
順
に
紹
介
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し
た
、
も
う
少
し
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
議
論

と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
２
） 
本
書
で
残
念
な
点
の
一
つ
は
、
伝
統
的
な

口
承
文
芸
の
担
い
手
（
の
消
失
）
を
紹
介

す
る
一
方
で
、
近
代
以
後
の
職
業
的
な
語

り
手
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
検
証
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
わ
ず
か
に
二

巻
の
コ
ラ
ム
で
「
浪
花
節
」（
真
鍋
昌
賢
）

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ

れ
だ
け
で
は
、
近
代
以
後
の
口
承
文
芸
の

動
態
を
窺
い
知
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難

と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

（
３
） 

論
考
の
な
か
に
は
、「
口
承
文
芸
」、「
書

承
文
芸
」
の
ほ
か
に
「
電
網
文
芸
」（
竹

原
威
滋
）
と
い
っ
た
分
類
を
お
こ
な
う
論

者
も
い
ま
す
。「
書
承
文
芸
」
と
い
う
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
を
用
い
る
こ
と
の
セ
ン
ス
は
さ

て
お
い
て
も
、「
電
網
文
芸
」
と
い
っ
た

表
現
に
ど
れ
ほ
ど
の
一
般
性
が
あ
る
の
か

は
、
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

（
４
） 

や
や
、
細
か
な
指
摘
と
な
り
ま
す
が
、
内

容
面
に
お
け
る
編
集
の
問
題
も
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
例
え
ば
、『
は
な
す
』
の
伝
説

を
扱
っ
た
章
の
な
か
に
は
、
節
を
違
え
て

義
経
の
伝
説
が
異
な
る
三
つ
の
エ
ッ
セ
ー

で
登
場
し
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
受

け
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
説
の
事
例

を
網
羅
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
で
の
義
経
伝
説
は
、
い
ず
れ

も
近
代
以
後
の
印
刷
媒
体
な
ど
を
通
し
て

展
開
し
て
き
た
「
伝
統
の
創
出
」
に
属
す

る
事
例
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
内
容
も
取
り
上
げ
方
も
同
質
の
も

の
が
頻
出
し
て
い
る
よ
う
で
は
、｢

判
官

贔
屓｣

の
謗
り
を
受
け
て
も
い
た
し
方
な

い
で
し
ょ
う
。

（
５
） 
野
村
純
一　

一
九
八
四
「
話
の
行
方
―
―

口
裂
け
女
そ
の
他
」『
口
頭
伝
承
の
比
較

研
究
Ⅰ
』
川
田
順
造･

徳
丸
吉
彦
編
、
弘

文
堂
、
二

－

二
九
参
照
。

（
６
） 

そ
も
そ
も
、
編
者
の
一
人
で
あ
る
石
井
氏

は
、
一
巻
の
冒
頭
の
節
で
、
柳
田
國
男
が

一
国
民
俗
学
の
確
立
の
た
め
に
ア
イ
ヌ
文

化
へ
の
視
座
を
封
印
し
て
い
っ
た
こ
と
を

批
判
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
柳
田
が
抱

え
た
問
題
は
、
日
本
以
外
の
国
や
民
族
名

を
冠
し
た
事
例
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
消
さ
れ
た
と
は
残
念
な
が
ら
思
え
ま

せ
ん
。

（
７
） 

本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
や
や
周
辺
的
で
あ
っ

た
文
字
と
口
承
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
へ

の
注
目
や
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で

展
開
す
る
物
語
の
行
方
を
お
い
か
け
て
い

く
こ
と
が
、
口
承
文
芸
の
再
編
成
に
む
け

た
と
り
あ
え
ず
の
取
り
組
み
の
よ
う
に
評

者
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。

（
二
〇
〇
七
～
二
〇
〇
八
年
／
本
体
各

一
九
〇
〇
円
／
三
弥
井
書
店
）

（
か
わ
む
ら
・
き
よ
し
／
札
幌
大
学
）


