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は
じ
め
に

　
『
今
物
語
』
は
、
収
録
話
わ
ず
か
五
十
三
と
い
う
小
品
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
話

題
内
容
と
も
に
非
常
に
多
彩
な
作
品
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
独
自
の
話
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
編
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方

で
、
自
ら
の
語
り
は
最
小
限
に
止
め
て
お
り
、
読
者
の
読
み
に
多
く
を
委
ね
て
い
る
。

同
説
話
集
を
充
分
に
享
受
し
、
ま
た
文
学
史
上
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
、
ま
ず
一
つ
ひ
と
つ
の
説
話
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
一
八
話
は
、
情
報
を
共
有
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
間
に
お
い
て
言
説
の

理
解
の
あ
り
方
に
相
違
が
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
、
同
説
話
集
と
読
者
と
の
関
係
を

象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　

伏
見
中
納
言
と
い
ひ
け
る
人
の
も
と
へ
、
西
行
法
師
、
行
き
て
た
づ
ね
け
る
に
、

あ
る
じ
は
あ
り
き
た
が
ひ
た
る
ほ
ど
に
、
侍
の
出
で
て
、「
何
事
い
ふ
法
師
ぞ
」

と
言
ふ
に
、
縁
に
尻
か
け
て
居
た
る
を
、「
け
し
か
る
法
師
の
、
か
く
し
れ
が
ま

し
き
よ
」
と
思
ひ
た
る
け
し
き
に
て
、
侍
ど
も
、
に
ら
み
お
こ
せ
た
る
に
、
簾
の

内
に
、
箏
の
琴
に
て
秋
風
楽
を
ひ
き
す
ま
し
た
る
を
聞
き
て
、
西
行
、
こ
の
侍
に
、

「
物
申
さ
ん
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
憎
し
」
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
立
ち
寄
り
て
、「
何

事
ぞ
」
と
言
ふ
に
、「
簾
の
内
へ
申
さ
せ
給
へ
」
と
て
、

　
　

こ
と
に
身
に
し
む
秋
の
風
か
な

と
言
ひ
で
た
り
け
れ
ば
、「
憎
き
法
師
の
言
ひ
事
か
な
」
と
て
、
か
ま
ち
を
張
り

て
け
り
。
西
行
、
は
う
は
う
帰
り
て
け
り
。

　

後
に
、
中
納
言
の
帰
り
た
る
に
、「
か
か
る
し
れ
者
こ
そ
候
ひ
つ
れ
。
張
り
伏

せ
候
ひ
ぬ
」
と
か
し
こ
顔
に
語
り
け
れ
ば
、「
西
行
に
こ
そ
あ
り
つ
ら
め
。
ふ
し

ぎ
の
事
な
り
」
と
て
、
心
う
が
ら
れ
け
り
。

　

こ
の
侍
を
ば
、
や
が
て
追
い
出
だ
し
て
け
り
。

　

西
行
が
伏
見
中
納
言
師
仲
の
侍
に
そ
の
言
動
を
誤
解
さ
れ
、
打
擲
さ
れ
る
と
い
う

不
名
誉
な
話
題
で
あ
り
、
先
行
研
究
１
に
お
い
て
も
、
西
行
の
風
雅
で
な
い
一
面
を

と
ら
え
た
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
の
扱
い
は
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
引
用
と
い
っ
た
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、
本
話
の
要
は
「
こ
と
に
身
に
し
む
秋
の
風
か
な
」
と
い
う
句
を

め
ぐ
る
理
解
と
無
理
解
に
あ
る
。
い
っ
た
い
西
行
は
何
が
言
い
た
く
て
、
師
仲
は
何

を
受
け
止
め
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

稿
者
は
、『
今
物
語
全
訳
注
２
』
の
語
釈
を
通
し
て
若
干
の
解
釈
を
試
み
た
が
、

師
仲
周
辺
に
も
注
目
し
つ
つ
、
改
め
て
西
行
の
言
動
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
な

お
、
文
学
上
の
イ
メ
ー
ジ
に
大
差
が
な
い
た
め
、「
琴き

ん
の
琴
」
と
「
箏し
ょ
う

の
琴
」
は

あ
え
て
区
別
し
な
い
。

一
、
一
八
話
と
『
山
家
集
』
一
〇
四
二
番
歌

　

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
話
に
は
素
材
と
考
え
ら
れ
る
西
行
自
身

『
今
物
語
』
第
一
八
話
を
読
む

　
　
―
琴
・
秋
風
楽
―

岡
田
美
也
子
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の
歌
が
あ
る
。

八
月
、
月
の
こ
ろ
、
よ
ふ
け
て
き
た
し
ら
か
は
へ
ま
か
り
け
り
、
よ
し
あ
る

や
う
な
家
の
侍
り
け
る
に
、
こ
と
の
お
と
し
け
れ
ば
、
た
ち
と
ま
り
て
き
き

け
り
、
を
り
あ
は
れ
に
秋
風
楽
と
申
す
が
く
な
り
、
庭
を
見
い
れ
け
れ
ば
、

あ
さ
ぢ
の
つ
ゆ
に
月
の
や
ど
れ
る
け
し
き
あ
は
れ
な
り
、
そ
ひ
た
る
を
ぎ
の

風
の
身
に
し
む
ら
ん
と
お
ぼ
え
て
、
申
し
い
れ
て
と
ほ
り
け
る

秋
風
の
こ
と
に
身
に
し
む
こ
よ
ひ
か
な
月
さ
へ
す
め
る
庭
の
け
し
き
に

（『
山
家
集
』
一
〇
四
二
）

　

久
保
田
淳
氏
３
は
、『
聞
書
残
集
』
所
収
歌
の
詞
書
「
き
た
し
ら
か
は
の
も
と

い
ゑ
の
三
位
の
も
と
に
行
連
法
師
に
あ
ひ
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
」
を
論
拠
に
、

一
〇
四
二
番
歌
を
、
北
白
河
に
あ
っ
た
持
明
院
基
家
の
邸
宅
を
訪
れ
る
途
中
で
の
こ

と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、『
今
物
語
』
一
八
話
を
、
右
掲
歌
の
詞
書
な
ど
か
ら
捏
造

さ
れ
た
話
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
一
方
、「
伏
見
中
納
言
と
い
ひ
け
る
人
」
と
明
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
伏
見
中
納
言
師
仲
に
八
条
院
六
条
や
建
春
門
院
女
房
兵
衛

と
い
っ
た
箏
の
弾
き
手
と
な
り
そ
う
な
娘
が
い
た
こ
と
か
ら
、
全
く
事
実
無
根
と
は

言
え
な
い
、
と
も
さ
れ
て
い
る
。

　

要
素
の
近
似
性
か
ら
考
え
て
、『
今
物
語
』
一
八
話
が
何
ら
か
の
形
で
『
山
家
集
』

一
〇
四
二
番
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

両
者
に
は
舞
台
の
言
及
の
仕
方
に
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
場
は
「
北
白

河
」
で
、
琴
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
家
は
本
来
の
目
的
地
で
は
な
い
ら
し
い
の
に
対

し
、
後
者
で
は
、
師
仲
邸
内
で
の
出
来
事
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
山
家
集
』
一
〇
四
二
番
歌
の
舞
台
で
あ
る
北
白
河
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
氏
が

指
摘
さ
れ
た
基
家
宅
の
可
能
性
以
外
、
定
か
で
は
な
い
。
一
点
、
興
味
深
い
の
は
、

『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
登
場
す
る
三
条
公
教
の
息
女
「
今
御
前
、
白
河
尼
」
の
存
在

で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
和
琴
血
脈
』
に
み
え
る
小
侍
従
の
弟
子
「
白
河
琴
尼
公
」
と

考
え
ら
れ
る
。
西
行
は
、
和
琴
の
名
手
小
侍
従
の
病
重
篤
な
折
に
見
舞
い
、
秘
曲
を

聞
か
さ
れ
て
い
る
。

院
の
小
侍
従
、
例
な
ら
ぬ
事
、
大
事
に
ふ
し
し
づ
み
て
と
し
月
へ
に
け
り
と

き
こ
え
て
、
と
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
こ
の
程
少
し
よ
ろ
し
き
よ

し
申
し
て
、
人
に
も
き
か
せ
ぬ
和
琴
の
て
ひ
き
な
ら
し
け
る
を
き
き
て

こ
と
の
ね
に
な
み
だ
を
そ
へ
て
な
が
す
か
な
た
え
な
ま
し
か
ば
と
思
ふ
あ
は
れ
に

返
し

た
の
む
べ
き
こ
と
も
な
き
身
を
け
ふ
ま
で
も
な
に
に
か
か
れ
る
玉
の
を
な
ら
ん

（『
山
家
集
』
九
二
三
／
『
西
行
法
師
家
集
』
六
四
二
）

　

弟
子
の
白
河
尼
の
動
向
に
心
当
た
り
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
一
〇
四
二
番

歌
で
秋
風
楽
を
奏
し
て
い
た
の
は
、
白
河
尼
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
の
一
八
話
に
は
、「
伏
見
中
納
言
と
い
ひ
け
る
人
の
も
と
へ
」
と
あ
る
。
確

か
に
、
西
行
に
は
、
次
の
よ
う
な
詞
書
を
持
つ
和
歌
が
あ
る
。

　

昔
申
し
な
れ
た
り
し
人
の
世
を
の
が
れ
て
後
、
伏
見
に
す
み
侍
り
し
を
、
尋
ね

ま
か
り
て
、
庭
の
草
ふ
か
か
り
し
を
分
入
り
侍
り
し
に
、
虫
の
こ
ゑ
あ
は
れ
に
て

　
（『
西
行
法
師
家
集
』
雑　

五
一
三
、『
山
家
集
』
秋　

四
四
四
は
「
世
を
の
が

れ
て
後
」
な
し
）
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師
仲
は
、
平
治
の
乱
で
藤
原
信
頼
方
に
加
担
し
、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
一
二

月
に
解
官
、
翌
年
三
月
に
下
野
国
に
配
流
、
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
三
月
召
還
さ

れ
た
。
先
の
詞
書
は
、
西
行
が
伏
見
に
蟄
居
し
て
い
た
師
仲
を
訪
ね
た
か
と
想
像
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
八
話
の
記
述
を
厳
密
に
読
む
な
ら
ば
、
必
ず
し
も

西
行
の
訪
問
先
を
伏
見
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
４
。

　

と
こ
ろ
で
、『
今
物
語
』
一
七
話
に
は
連
歌
の
上
句
と
し
て
花
の
名
所
白
河
（
川
）

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
説
話
集
の
場
合
、
隣
り
合
う
説
話
同
士
に
何
ら
か
の
連
想
契
機

が
存
在
す
る
こ
と
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
〇
四
二
番
歌
を
介
し
て
一
七

話
と
一
八
話
に
「
白
河
」
と
い
う
連
想
契
機
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

一
八
話
に
お
け
る
「
白
河
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
後
述
す
る
。

二
、
琴
（
箏
）
と
隠
遁

　

以
上
の
よ
う
に
、『
山
家
集
』
一
〇
四
二
番
歌
が
一
八
話
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
歌
の
解
釈
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

　

宮
柊
二
氏
は
、
こ
の
西
行
の
歌
に
関
し
て
、「
詞
書
の
な
か
に
『
垣
に
そ
ひ
た
る

荻
の
風
身
に
し
む
ら
ん
』
う
ん
ぬ
ん
と
あ
る
が
、
秋
風
に
荻
の
葉
を
配
す
る
の
は
白

楽
天
の
琵
琶
行
な
ど
か
ら
早
く
流
行
し
た
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
、

『
更
級
日
記
』
な
ど
か
ら
用
例
を
あ
げ
つ
つ
、「
こ
こ
の
荻
の
葉
は
女
、
外
か
ら
呼
ん

だ
が
返
事
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
風
が
吹
け
ば
荻
の
葉
は
そ

よ
ぐ
も
の
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
靡
か
な
い
、
返
事
が
な
い
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
」「
つ
ま
り
一
種
の
固
定
化
し
た
伝
統
発
想
で
あ
っ
て
、
こ
の
詞
書
の
西
行

の
行
動
は
当
時
の
風
流
で
あ
り
、
こ
の
場
面
に
来
合
っ
て
は
黙
し
て
通
り
過
ぎ
て
は

な
ら
な
い
。
家
の
主
人
に
歌
を
詠
ん
で
挨
拶
を
入
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
５
」
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
四
二
番
歌
に
み
え
る
「
秋
風
」
と
「
荻
」
の
組
み
合
わ
せ

が
、
白
居
易
「
琵
琶
行
」
の
第
一
、二
句
「
潯
陽
江
頭
夜
送
客　

楓
葉
荻
花
秋
瑟
瑟
」

に
派
生
す
る
伝
統
的
な
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
弦
楽
器

（
琵
琶
・
琴
）
を
弾
く
女
性
と
の
遭
遇
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
性
を
見
出
せ
よ

う
。

　

一
方
、
西
行
歌
の
「
秋
風
」
の
語
は
、
秋
風
楽
と
い
う
曲
名
か
ら
喚
起
さ
れ
た
も

の
で
も
あ
る
。
同
様
に
、｢

琵
琶
行｣

と
秋
風
、
秋
風
楽
を
結
び
つ
け
た
例
と
し
て
、

後
出
で
は
あ
る
が
、
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
の
一
節
を
あ
げ
て
お
く
。

も
し
、
桂
の
風
、
葉
を
鳴
ら
す
夕
に
は
、
じ
ん
陽
の
江
を
思
い
や
り
て
、
源
都
督

の
行
い
を
習
う
。
も
し
、
余
興
あ
れ
ば
、
し
ば
し
ば
松
の
韻
に
秋
風
楽
を
た
ぐ
え
、

水
の
音
に
流
泉
の
曲
を
あ
や
つ
る
。

　
「
じ
ん
陽
の
江
」
に
は
、「
琵
琶
行
」
の
受
容
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
続
く

「
松
の
韻
に
秋
風
楽
を
た
ぐ
え
」
に
も
、『
白
氏
文
集
』
新
楽
府
の
う
ち
五
弦
琴
の
音

を
詠
ん
だ
詩
の
一
節
「
第
一
第
二
絃
索
　々

秋
風
払
松
疎
韻
落
」（『
和
漢
朗
詠
集
』

巻
下
・
管
絃　

五
絃
弾　

白
居
易
）
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
改
め
て
い
う
ま
で
も

な
く
、「
琵
琶
行
」
と
は
、
左
遷
さ
れ
た
白
楽
天
が
友
人
を
潯
陽
江
の
船
着
き
場
に

送
っ
た
時
、
か
つ
て
長
安
の
妓
女
で
あ
っ
た
女
が
舟
中
で
弾
ず
る
琵
琶
を
聞
き
、
そ

の
運
命
の
凋
落
に
左
遷
さ
れ
た
我
が
身
の
上
を
初
め
て
悟
っ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
長
明
に
は
、
秋
風
楽
を
奏
す
る
こ
と
が
世
俗
を

離
れ
た
者
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
と
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

一
〇
四
二
番
歌
の
背
景
に
「
琵
琶
行
」
を
見
る
な
ら
、「
よ
し
あ
る
や
う
な
家
」

で
「
こ
と
」
を
弾
い
て
い
た
人
物
も
、
何
ら
か
事
情
で
俗
世
を
離
れ
た
人
の
趣
を
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持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

翻
っ
て
実
は
、
琴
（
箏
）
そ
の
も
の
に
も
、
わ
び
住
ま
い
や
出
家
の
イ
メ
ー
ジ
が

存
在
す
る
。

な
ら
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
あ
れ
た
る
家
に
女
の
琴
ひ
き
け
る
を
き
き
て
よ

み
て
い
れ
た
り
け
る

よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ　
　
　
　
　

わ
び
び
と
の
す
む
べ
き
や
ど
と
見
る
な
へ
に
歎
き
く
は
は
る
こ
と
の
ね
ぞ
す
る

（『
古
今
集
』
巻
一
八
・
雑
下　

九
八
五
）

斉
名
が
文
作
り
侍
る
さ
ま
は
、
月
の
冴
え
た
る
に
、
な
か
ば
古
り
た
る
桧
皮
葺
の

家
の
御
簾
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
づ
れ
た
る
う
ち
に
、
女
の
箏
の
琴
弾
き
澄
ま
し
た
る

や
う
な
む
侍
る
。

（『
今
鏡
』
昔
語
第
九
・
唐
歌
６
）

　

良
峯
宗
貞
（
後
の
遍
照
）
の
歌
は
、『
山
家
集
』
前
掲
歌
詞
書
の
西
行
の
言
動
に

通
ず
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
西
行
の
歌
が
肯
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
貞
詠

が
「
歎
き
」
と
い
う
否
定
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
わ
び
住
ま
い
へ
の
意
識

の
相
違
と
考
え
ら
れ
よ
う
。『
今
鏡
』
の
例
は
、
慶
滋
保
胤
に
よ
る
紀
斉
名
批
評
に

見
え
る
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
詩
人
評
の
意
味
に
あ
ま
り
深
入
り
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
が
７
、「
月
の
冴
え
」「
な
か
ば
古
り
た
る
桧
皮
葺
の
家
」「
御
簾
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
は
づ
れ
た
る
」
と
い
う
表
現
に
荒
れ
た
邸
宅
の
さ
ま
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に

「
澄
む｣

に
は
琴
の
音
と
同
時
に
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
る

べ
き
だ
ろ
う
。
次
の
例
は
、
出
家
を
思
い
立
っ
た
人
が
箏
の
琴
を
か
き
鳴
ら
す
の
を

聞
い
て
、
残
さ
れ
る
者
が
心
細
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

さ
ま
か
へ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
人
、
も
の
あ
は
れ
な
る
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
、
し
や
う

の
こ
と
ひ
く
を
き
き
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
条
太
皇
大
后
宮
式
部　
　
　
　
　

い
ま
は
と
て
か
き
な
す
こ
と
の
は
て
の
を
に
心
ぼ
そ
く
も
な
り
ま
さ
る
か
な
８

（『
千
載
集
』
巻
一
七
・
雑
中　

一
一
四
二
／
一
一
三
九
）

　

そ
し
て
、
秋
風
楽
と
い
う
曲
に
も
、
出
家
や
極
楽
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て

い
た
。

頼
咤
和
羅
伎
者
、
馬
鳴
菩
薩
弾
レ
箏
、
聞
二
此
曲
一
人
、
皆
発
心
出
家
入
道
云
々

（『
教
訓
抄
』
八
・
管
絃
物
語
一
三
）

　

右
の
原
話
は
、
馬
鳴
が
頼
咤
和
羅
（
ラ
ッ
タ
パ
ー
ラ
）
を
モ
デ
ル
に
し
た
戯
曲
を

作
り
、
人
々
を
教
化
、
そ
の
曲
を
聞
い
た
人
は
み
な
出
家
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
日
本
で
は
、
そ
れ
が
箏
の
曲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
秋
風
楽
を
極

楽
浄
土
か
ら
の
来
迎
の
音
楽
と
す
る
理
解
も
見
え
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
曲
は
仏
道

に
お
い
て
よ
り
積
極
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

西
上
来
迎
ノ
楽
ナ
リ
。
秋
モ
西
風
モ
、
両
共
ニ
西
ノ
音
ユ
ヘ
ナ
リ
。

（『
続
教
訓
抄
』
一
一
）

　

以
上
に
よ
り
、『
山
家
集
』
詠
は
、
宮
氏
の
言
う
よ
う
な
単
な
る
挨
拶
で
は
な
く
、
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何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
蟄
居
し
て
い
る
女
性
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
宗
教
的
境
地
へ
の
共

感
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
一
八
話
の
西
行
の
態
度
の
背
景
に
も
そ
う

い
っ
た
趣
旨
を
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
琴
（
箏)
を
弾
く
女

　

さ
て
、
先
に
引
用
し
た
『
今
鏡
』
の
例
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、「
琴
（
箏
）
を

弾
く
女
の
姿
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
つ
の
類
型
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
。
次
に
、
そ
う
い
っ
た
例
を
通
し
て
、
西
行
の
言
動
に
対
す
る
解
釈
の

可
能
性
を
探
っ
て
み
る
。

風
ふ
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

あ
る
人
、
こ
の
歌
は
、
昔
、
大
和
国
な
り
け
る
人
の
女
に
、
あ
る
人
、
住

み
わ
た
り
け
り
。
こ
の
女
、
親
も
な
く
な
り
て
、
家
も
悪
く
な
り
行
間
に
、

こ
の
男
、
河
内
国
に
、
人
を
あ
ひ
知
り
て
通
ひ
つ
ゝ
、
離
れ
や
う
に
の
み

成
り
行
き
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
も
、
つ
ら
げ
な
る
気
色
も
見
え
で
、
河
内

へ
行
く
ご
と
に
、
男
の
心
の
ご
と
く
に
し
つ
ゝ
、
出
し
や
り
け
れ
ば
、
怪

し
と
思
て
、
も
し
な
き
間
に
異
心
も
や
あ
る
と
疑
ひ
て
、
月
の
面
白
か
り

け
る
夜
、
河
内
へ
行
く
真
似
に
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
見
け
れ
ば
、
夜

更
く
る
ま
で
、
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
つ
ゝ
う
ち
嘆
き
て
、
こ
の
歌
を
よ
み
て

寝
に
け
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
そ
れ
よ
り
、
又
他
へ
も
ま
か
ら
ず
成
り

に
け
り
と
な
む
言
ひ
伝
へ
た
る

（『
古
今
集
』
巻
一
八
・
雑
下　

よ
み
人
し
ら
ず　

九
九
四
）

　

内
容
は
『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒
の
物
語
の
中
段
に
当
た
る
も
の
だ
が
、「
琴
を
掻

き
鳴
ら
し
つ
ゝ
」
の
く
だ
り
が
『
伊
勢
』
二
三
段
や
『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
に
は

な
く
、
代
わ
り
に
「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
」「
か
し
ら
か
い
け
づ
り
な
ど
し
て
」
と

い
っ
た
語
句
が
見
ら
れ
る
９
。『
伊
勢
』
や
『
大
和
』
は
お
そ
ら
く
、
幼
馴
染
の
男

女
が
髪
の
長
さ
を
比
べ
な
が
ら
共
に
成
長
し
た
前
半
を
受
け
て
、
さ
ら
に
男
の
前
で

次
第
に
気
安
さ
を
見
せ
始
め
る
高
安
の
女
を
語
る
後
半
に
つ
な
げ
る
意
図
を
持
っ
て

改
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、『
古
今
集
』
歌
の
よ
う
に
、
女
が
夫
や
恋
人
の
不
在
時
に
琴
を
弾
ず

る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
や
背
景
が
あ
る
の
か
。
嵯
峨
野
に
身
を
隠
し
た
小
督

局
が
高
倉
天
皇
を
思
っ
て
想
夫
恋
を
奏
で
た
と
い
う
『
平
家
物
語
』
の
有
名
な
一
幕

な
ど
思
い
合
わ
せ
れ
ば
10
、
離
れ
た
夫
や
恋
人
を
思
う
ス
タ
イ
ル
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
、『
古
今
集
』
九
九
四
番
歌
は
、
琴
の
音
の
根
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
か

ら
始
ま
っ
て
や
や
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

二
に
も
触
れ
た
と
お
り
、『
白
氏
文
集
』
や
『
李
嶠
百
詠
』
な
ど
漢
詩
文
の
影

響
に
よ
り
、
琴
の
音
を
松
風
や
秋
風
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、
比
喩
の
常
套
で
あ
っ

た
。

　

ア
キ
カ
ゼ
ニ
カ
キ
ナ
ス
コ
ト
ノ
コ
ヱ
ニ
サ
ヘ
ハ
カ
ナ
ク
ヒ
ト
ノ
コ
イ
シ
カ
ル
ラ
ム

（
五
八
六
）

…
（
中
略
）
…
ア
キ
風
ニ
ト
ハ
、
教
長
卿
云
、
第
一
第
二
絃
索
々
、
秋
風

払
レ
疎
韻
落
ト
云
ヲ
思
テ
読
也
。
顕
昭
云
、
松
風
入
二
夜
琴
一
11
ト
云
心
也
。

琴
有
二
風
入
松
之
曲
一
云
々
。
古
歌
ニ
、
コ
ト
ノ
ネ
ト
ヨ
メ
ル
ハ
、
オ
ホ
ク

琴
ヲ
詠
也
。
近
来
ハ
ソ
ノ
コ
コ
ロ
ヲ
ト
リ
テ
箏
ヲ
読
也
。
和
琴
ヲ
バ
ア
ヅ

マ
ゴ
ト
ヽ
読
也

（
顕
昭
『
古
今
集
注
』）
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『
古
今
集
』
九
九
四
番
歌
の
季
節
は
不
明
で
「
秋
風
」「
松
風
」
の
語
も
見
え
な
い

が
、
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
紅
葉
の
名
所
「
竜
田
山
」
で
あ
っ
た
。
左
掲
歌
は
、
秋
の

松
風
を
琴
の
音
に
な
ぞ
ら
え
、
秋
の
女
神
竜
田
姫
が
そ
れ
を
弾
い
て
い
る
よ
う
だ
と

し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
参
照
す
れ
ば
九
九
四
番
歌
の
琴
の
音
に
も
お
の
ず
と
「
秋
風
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

松
の
ね
に
風
の
し
ら
べ
を
ま
か
せ
て
は
竜
田
姫
こ
そ
秋
は
ひ
く
ら
し

（『
後
撰
集
』
巻
五
・
秋
上　

壬
生
忠
岑　

二
六
五
）

　

な
お
、「
秋
」
が
「
飽
き
」
の
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
夫
や
恋
人
に
去
ら
れ
た

女
の
姿
を
詠
む
の
は
古
典
和
歌
の
常
套
表
現
で
、
掛
詞
と
な
っ
て
い
な
く
と
も
「
秋

風
」
に
は
人
枯
れ
の
寂
し
さ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
先
に
顕
昭
注
と

共
に
引
用
し
た
『
古
今
集
』
五
八
六
番
歌
も
、
ま
さ
に
「
秋
（
風
）」
に
「
飽
き
」

を
響
か
せ
て
人
恋
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
師
仲
に
近
い
文
化
圏
で
詠
ま
れ
、

一
八
話
の
西
行
歌
と
下
句
が
近
似
す
る
例
を
挙
げ
て
お
く
。

　

ま
れ
に
く
る
人
う
ら
め
し
き
よ
ひ
よ
ひ
に
い
と
ど
身
に
し
む
秋
の
か
ぜ
か
な

（「
俊
頼
朝
臣
女
子
達
歌
合
12
」
六
番
・
秋
風
・
左　

一
一)

　

つ
ま
り
『
古
今
集
』
九
九
四
番
歌
の
琴
を
弾
く
行
為
も
、
琴
の
音
が
秋
風
に
通
う

こ
と
を
元
に
、
男
に
去
ら
れ
た
女
の
悲
嘆
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

同
様
に
考
え
れ
ば
、
西
行
の
「
こ
と
に
身
に
し
む
秋
の
風
か
な
」
も
、｢

秋
（
飽
き
）

の
風
」
の
意
、
す
な
わ
ち
、
男
の
訪
れ
が
間
遠
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
恋
人
を
失
っ

た
女
性
の
悲
哀
に
思
い
を
寄
せ
る
意
と
な
る
。
侍
は
、
こ
ち
ら
の
意
味
の
み
を
受
け

取
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
、
師
仲
の
妻

　

さ
て
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
箏
の
弾
き
手
を
師
仲
邸
の
者
と
し
た
点
に
、

一
八
話
の
語
り
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
最
後
に
、「
簾
の
内
」
の
人

物
の
比
定
を
試
み
、
そ
の
意
図
を
探
り
た
い
。

　

一
八
話
の
箏
の
弾
き
手
は
、「
簾
の
内
」
と
あ
る
の
で
女
性
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
師
仲
縁
の
女
性
で
素
性
が
確
認
で
き
る
の
は
、
以
下
の
五
人
で
あ
る
。

① 

妻
・
石
清
水
八
幡
別
当
光
清
女
（『
尊
卑
分
脈
』、『
石
清
水
祠
官
系
図
』、『
今

鏡
』
す
べ
ら
ぎ
の
中
第
二
・
白
河
の
花
の
宴
、
同
・
鳥
羽
の
御
賀
、
み
こ
た

ち
第
八
・
腹
々
の
み
こ
、
う
ち
ぎ
き
第
十
・
敷
島
の
打
聞
）

②
女
・
八
条
院
六
条
（『
尊
卑
分
脈
』）

③
女
・
建
春
門
院
女
房
兵
衛
督
（『
た
ま
き
は
る
』）

④
女
・
式
子
内
親
王
家
中
納
言
（『
平
家
公
達
草
紙
』）

⑤
女
・
石
清
水
八
幡
別
当
増
清
妻
（『
石
清
水
祠
官
系
図
』）

　
『
今
物
語
全
訳
注
』
一
八
話
解
説
で
は
、「
師
仲
の
北
の
方
で
あ
れ
ば
、
夫
の
不
在

を
か
こ
つ
女
性
へ
の
同
情
、
と
い
う
よ
り
皮
肉
を
ひ
び
か
せ
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
」
と
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
侍
が
西
行
を
「
あ
や
し
げ
な
法
師
の
無

遠
慮
な
行
為
と
と
っ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
師
仲
が
西
行
の

言
に
対
応
し
た
侍
を
断
罪
し
て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
師
仲
に
と
っ
て
不
愉
快
な

言
動
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
、
改
め
て
①
の
経
歴
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
興
味
深
い
点
が
い
く
つ
か
浮

か
び
上
が
る
。

　

彼
女
は
、
紀
家
子
と
い
い
、
待
賢
門
院
女
房
美
濃
局
と
し
て
仕
え
る
う
ち
に
鳥
羽

院
の
寵
愛
を
受
け
て
六
宮
道
恵
法
親
王
、
七
宮
覚
快
法
親
王
、
姫
宮
を
生
ん
だ
。
そ

の
後
、
師
仲
に
嫁
し
て
雅
仲
を
生
ん
だ
。
鳥
羽
院
は
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
三
月

十
日
に
出
家
、
雅
仲
は
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
13
こ
と
か
ら
、

院
出
家
の
前
後
に
師
仲
の
も
と
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

師
仲
、
西
行
、
美
濃
局
の
接
点
の
一
つ
は
、
待
賢
門
院
で
あ
る
。
師
仲
の
母
は
、

待
賢
門
院
女
房
の
源
師
忠
女
で
あ
る
。
父
師
時
は
、
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
十
二

月
よ
り
璋
子
に
皇
后
宮
権
大
夫
（
の
ち
太
皇
太
后
宮
権
大
夫
）
と
し
て
仕
え
て
い
る
。

待
賢
門
院
と
西
行
の
関
係
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

美
濃
局
と
西
行
の
接
点
を
う
か
が
わ
せ
る
材
料
も
あ
る
14
。
鳥
羽
院
と
の
間
に
生

ま
れ
た
姫
宮
は
、『
今
鏡
』『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』『
一
代
要
記
』『
式
子
内
親
王
集
』

な
ど
か
ら
、
出
家
し
て
東
山
の
双
林
寺
に
住
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
寺
伝
15
で
は
永

治
元
年
（
一
一
四
一
）
に
得
度
し
た
と
さ
れ
、
西
行
も
ま
た
、
自
身
の
出
家
の
翌
年

に
あ
た
る
同
年
か
ら
双
林
寺
な
ど
に
庵
を
結
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
16
。

　

ま
た
、
師
仲
の
父
師
時
が
記
し
た
『
長
秋
記
17
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
九

月
三
か
ら
六
日
条
に
は
、
師
時
ら
が
別
当
光
清
ら
の
舟
で
広
田
社
の
参
詣
に
出
掛

け
て
い
る
。
四
日
に
は
西
行
の
祖
父
清
経
が
江
口
・
神
崎
の
遊
女
に
一
行
を
案
内
、

帰
途
の
六
日
に
は
光
清
の
木
津
庄
に
泊
ま
り
、
光
清
が
「
珍
膳
」
を
儲
け
た
と
あ

る
18
。
す
な
わ
ち
、
師
仲
、
西
行
、
美
濃
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
父
や
父
の
代
か
ら

の
交
流
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
八
幡
別
当
家
と
師
仲
家
と
結
び
つ
き
は

相
当
に
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
師
仲
女
（
⑤
）
が
光
清
の
孫
増
清
の
妻
と

な
っ
て
い
る
。

　

美
濃
局
、
師
仲
に
は
、
音
楽
の
上
で
目
立
っ
た
事
績
が
な
い
が
、
美
濃
局
に
関
し

て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
西
行
と
も
交
流
の
あ
っ
た
琴
の
名
手
小
侍
従
は
、
美
濃
局

の
腹
違
い
の
姉
で
あ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
は
楽
人
を
擁
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
環

境
か
ら
彼
女
も
ま
た
箏
な
ど
の
楽
器
の
素
養
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
師
仲
に
関
し
て
は
、
村
上
源
氏
の
祖
で
あ
る
具
平
親
王
か
ら
三
代
、
師
房
（
師

仲
の
曽
祖
父
）
と
俊
房
（
祖
父
）
の
名
が
、『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
見
え
る
。

　

そ
し
て
、『
今
物
語
』
一
八
話
に
と
っ
て
重
要
な
事
柄
は
、
同
書
の
取
材
源
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
る
『
今
鏡
』
に
多
く
の
美
濃
局
関
連
記
事
が
あ
り
、
中
で
も
「
白
河

の
花
見
」
の
場
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
保
安
五
年
（
一
一
二
四
）
閏
二
月
十
二
日
、

白
河
法
皇
、
鳥
羽
上
皇
、
璋
子
（
同
年
十
一
月
に
待
賢
門
院
の
号
を
受
け
る
）
が
白

河
に
御
幸
、
法
勝
寺
で
花
見
を
し
た
際
、
そ
れ
に
供
奉
し
た
女
房
た
ち
の
華
や
か
な

衣
装
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
人
、
美
濃
局
の
姿
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。唐

衣
に
錦
を
し
て
桜
の
花
を
つ
け
て
、
薄
き
綿
を
浅
葱
に
染
め
て
上
に
ひ
き
て
、

「
野
辺
の
霞
は
つ
つ
め
ど
も
」
と
い
ふ
歌
の
心
な
り
。
袴
も
打
袴
に
て
、
花
を
つ

け
た
り
け
り
。
こ
の
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
は
、
七
宮
な
ど
申
す
御
母
の
装
と
ぞ
聞
き

侍
り
し

（
す
べ
ら
ぎ
の
中
第
二
・
白
河
の
花
の
宴
）

　

一
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
隣
り
合
う
一
七
話
と
の
連
想
契
機
と
し
て
「
白
河
」
が

考
え
ら
れ
る
。
一
八
話
の
師
仲
邸
の
女
に
美
濃
局
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
、
一
七
話

と
の
連
想
契
機
は
、『
今
鏡
』
を
媒
介
と
し
て
「
花
の
白
河
」
と
な
り
、
さ
ら
に
強

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
を
念
頭
に
一
八
話
を
読
む
た
め
に
、
美
濃
局
を
中
心
と
し
て
、
鳥
羽
院
、
師

仲
、
西
行
の
相
互
に
関
連
す
る
事
柄
を
年
次
順
に
並
べ
て
み
る
。

〈
関
連
年
表
〉�

○
美
濃
局
関
連
、
●
師
仲
関
連
、
◇
鳥
羽
院
関
連
、
◆
西
行
関
連

保
安
五
（
一
一
二
四
）
閏
二
・
一
二

○
美
濃
局
、
白
河
の
花
見
の
御
幸
に
随
行

長
承
元
（
一
一
三
二
）

○�

美
濃
局
、
鳥
羽
院
六
宮
（
後
の
道
恵
法
親
王
）

を
生
む

保
延
三
（
一
一
三
七
）

九
・
二
四

○
美
濃
局
の
父
光
清
没

保
延
六
（
一
一
四
〇
）

○�

美
濃
局
、
鳥
羽
院
七
宮
（
後
の
覚
快
法
親
王
）

◆
西
行
出
家

永
治
元
（
一
一
四
一
）

三
・
一
〇

◇
鳥
羽
院
出
家

○
姫
宮
出
家
、
東
山
双
林
寺
に
入
る
か

◆
西
行
、
双
林
寺
付
近
に
隠
棲
か

康
治
二
（
一
一
四
三
）

○�

美
濃
局
、
雅
仲
を
生
む
。
師
仲
、
正
四
位
下
・

左
近
権
少
将

仁
平
二
（
一
一
五
二
）

三
・
七

○
雅
仲
、
鳥
羽
院
五
十
の
賀
に
参
加

保
元
元
（
一
一
五
六
）

七
・
二

◇
鳥
羽
院
、
崩
御

保
元
四
（
一
一
五
九
）

四
・
六

●
師
仲
（
参
議
）、
任
権
中
納
言

平
治
元
（
一
一
五
九
）

一
二
・
九

●�

師
仲
（
権
中
納
言
）
平
治
の
乱
で
藤
原
信
頼

方
に
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　

一
二
・
二
八

●
師
仲
、
平
治
の
乱
に
よ
り
解
官
。

永
暦
元
（
一
一
六
〇
）

三
・
一
一

●
師
仲
、
下
野
国
に
配
流

仁
安
元
（
一
一
六
六
）

三
・
二
九

●�

師
仲
、
帰
京
。
復
位
。
以
後
、
官
職
に
就
か

ず
。

仁
安
三
（
一
一
六
八
）

四
・
二
五

○
道
恵
法
親
王
薨
去

承
安
二
（
一
一
七
二
）

五
・
一
六

●
前
権
中
納
言
源
師
仲
薨
去
、
五
七
才

養
和
元
（
一
一
八
一
）

一
一
・
六

○
覚
快
法
親
王
薨
去

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
話
の
出
来
事
に
想
定
さ
れ
る
時
期
は
、
永
治
元
年
か
ら
平

治
元
年
か
、
仁
安
元
年
か
ら
承
安
二
年
と
い
え
よ
う
。
師
仲
が
文
中
に
見
え
る
「
中

納
言
」
で
あ
っ
た
時
期
は
、
わ
ず
か
八
ケ
月
で
あ
る
た
め
、
そ
の
時
期
に
こ
だ
わ
る

必
要
な
か
ろ
う
。

　

前
半
に
は
、
美
濃
局
に
と
っ
て
、
最
大
の
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
鳥
羽
院
崩
御

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
鳥
羽
院
は
、
山
城
国
紀
伊
郡
（
現
在
の
伏

見
区
竹
田
内
畑
町
）
の
安
楽
寿
院
の
御
所
に
て
崩
御
、
そ
の
ま
ま
同
地
に
埋
葬
さ
れ

た
。
師
仲
の
邸
宅
も
同
じ
伏
見
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
美
濃
局
は
、
お
そ
ら
く
比
較

的
近
い
と
こ
ろ
で
か
つ
て
寵
愛
を
受
け
た
院
の
悲
報
に
接
し
、
そ
の
死
を
悼
み
つ
つ

往
時
を
偲
ん
だ
の
で
は
な
ろ
う
か
19
。

　

こ
の
時
期
の
美
濃
局
の
心
中
を
察
す
る
に
、
二
、三
で
見
て
き
た
、
琴
（
箏
）
を

弾
く
女
や
秋
風
楽
の
意
味
い
ず
れ
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
材
料
を
整
理
し
つ
つ
、
改
め
て
一
八
話
を
読
ん
で
み
る
。

　

西
行
は
、
伏
見
中
納
言
師
仲
の
邸
宅
を
訪
れ
、
か
つ
て
の
待
賢
門
院
女
房
、
今
は

師
仲
の
妻
と
な
っ
て
い
る
美
濃
局
が
箏
を
弾
じ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
言
葉
を
か
け

よ
う
と
し
た
。
鳥
羽
院
は
崩
御
し
て
お
り
、
美
濃
局
は
、
か
つ
て
院
の
寵
愛
を
思
い

つ
つ
院
の
菩
提
を
弔
う
意
を
こ
め
て
、
秋
風
楽
を
奏
し
て
い
た
。
西
行
は
、
そ
の
心

を
汲
み
取
っ
て
「
こ
と
に
身
に
し
む
秋
の
風
か
な
」
と
詠
み
か
け
た
。
し
か
し
、
師

仲
の
侍
は
、
現
在
の
夫
で
あ
る
師
仲
の
不
在
を
と
が
め
、
妻
を
哀
れ
ん
だ
も
の
と
勘

違
い
し
、
西
行
を
打
擲
し
た
。
一
方
、
帰
宅
し
た
師
仲
は
、
妻
美
濃
局
の
過
去
を
充
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分
に
知
っ
た
上
で
そ
の
心
情
を
理
解
し
う
る
人
物
と
し
て
、
来
客
が
西
行
で
あ
る
こ

と
を
即
座
に
悟
っ
た
…
…
。

　

仮
に
、
こ
の
出
来
事
の
時
期
を
永
治
元
年
か
ら
平
治
元
年
と
す
る
な
ら
ば
、
鳥
羽

院
崩
御
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
は
、
一
人
の
女
の
悲
し
み
だ
け
で
は
な

く
、
平
治
の
乱
と
い
う
時
代
の
大
き
な
転
換
点
で
も
あ
っ
た
。
前
述
し
た
と
お
り
、

師
仲
は
、
信
西
の
排
斥
と
勢
力
挽
回
を
図
る
藤
原
信
頼
と
手
を
結
ん
で
そ
の
機
を
う

か
が
っ
て
い
た
。
平
治
の
乱
直
前
に
は
、
伏
見
の
邸
宅
に
信
頼
を
か
く
ま
い
、
武
芸

の
修
練
を
支
援
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
読
者
は
、
一
八
話
の
師
仲
に

政
争
に
あ
け
く
れ
て
留
守
勝
ち
に
す
る
夫
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
読

者
が
『
古
今
集
』
九
九
四
番
歌
の
女
が
琴
と
和
歌
に
よ
っ
て
夫
を
取
り
戻
し
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
西
行
の
言
葉
に
、
師
仲
が
妻
の
元
に
戻
る
よ
う
に
、
と

い
っ
た
も
う
一
つ
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

　
『
今
物
語
』（
特
に
前
半
）
の
、
多
く
の
言
葉
を
弄
さ
な
い
語
り
口
は
上
品
で
あ
る

が
、
そ
の
裏
側
に
い
か
に
多
く
素
材
や
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
。
冒
頭
の
数
話
に

は
教
養
豊
か
で
場
に
応
じ
た
振
る
舞
い
を
即
座
に
選
択
で
き
る
人
々
を
「
や
さ
し
」

と
評
す
る
も
の
が
多
い
が
、
読
者
の
読
み
を
試
す
と
い
う
意
味
で
は
、「
や
さ
し
」

は
同
書
の
全
体
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
】

　

和
歌
お
よ
び
歌
番
号
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る

　
『
今
鏡
』『
今
物
語
』　

講
談
社
学
術
文
庫

【
注
】

１　

花
部
英
雄
氏
「
西
行
歌
説
話
と
連
歌
師
」『
西
行
伝
承
の
世
界
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
〇

年
（
初
出
『
実
践
教
育
』
一
四　

一
九
八
九
年
）
な
ど
。
氏
は
「
西
行
説
話
の
研
究
―
―

西
行
打
擲
譚
の
背
景
と
高
野
聖
―
―
」（
前
掲
書
。
初
出
『
日
本
私
学
教
育
研
究
所
紀
要　

教
科
篇
』
二
五
―
二　

一
九
八
九
年
一
二
月
）
で
も
同
説
話
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
形
成
に

高
野
聖
の
姿
を
見
て
い
る
。

２　

三
木
紀
人
氏
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
。

３　
「
北
白
川
・
泉
・
秋
風
楽
」『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
八
五　

一
九
八
五
年
八
月
。

４　

角
田
文
衛
氏
に
よ
れ
ば
、
村
上
源
氏
は
具
平
親
王
以
降
鎌
倉
期
に
至
る
ま
で
北
白
河
の

地
に
一
族
の
墓
所
を
置
い
て
い
た
と
い
う
（
「
村
上
源
氏
の
塋
城
」（
古
代
学
協
会
編
『
古

代
文
化
論
攷　

浜
田
耕
作
先
生
追
憶
』
一
九
六
九
年
所
収
）。
師
仲
は
村
上
源
氏
の
流
れ
で

あ
る
か
ら
、
全
く
の
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

５　
『
西
行
の
歌
』
河
出
書
房
新
書
、
一
九
七
七
年
。

６　

具
平
親
王
の
下
問
に
対
す
る
答
え
。
親
王
は
村
上
源
氏
の
祖
、『
今
鏡
』
は
信
実
の
祖
父

の
寂
超
の
作
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
箇
所
は
一
八
話
に
と
っ
て
単
な
る
用
例
以
上
の
意
味

を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。

７　

同
様
に
詩
人
の
文
体
を
比
較
批
評
し
た
も
の
に
、『
江
談
抄
』
第
五
―
六
二
や
『
古
今
著

聞
集
』
巻
四
・
文
学
第
五
―
一
一
八
が
あ
る
。
後
者
「
瑞
雪
之
朝
、
瑶
臺
之
上
、
似
弾
箏
柱
」

に
つ
い
て
は
、
岡
田
正
之
氏
は
、「
優
美
」
の
比
喩
か
（
岡
田
正
之
著
『
日
本
漢
文
学
史　

増
訂
版
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
四
、
第
四
章
）
と
の
解
釈
が
あ
る
が
、『
今
鏡
』
評
と
は

い
さ
さ
か
異
な
る
。

８　

同
じ
和
歌
が
『
風
葉
集
』
巻
一
七
・
雑
上　

一
三
二
五
番
で
は
「
お
や
こ
の
中
の
中
宮

の
母
」
の
歌
と
さ
れ
て
お
り
、
物
語
に
摂
取
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

９　
『
今
物
語
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
で
は
、
男
を
業
平
中
将
と
し
て
お
り
『
伊

勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
一
方
で
、
女
の
行
動
を
「
箏
を
か
き
な
ら
し
て
」

と
記
し
て
い
る
。

10　
「
峰
の
嵐
か
松
風
か
、
た
づ
ぬ
る
人
の
琴
の
音
か
、
お
ぼ
つ
か
な
く
は
思
え
ど
も
、
駒
を

早
め
て
行
く
ほ
ど
に
、
片
折
戸
し
た
る
内
に
琴
を
ぞ
ひ
き
澄
ま
さ
れ
た
る
」

11　
『
李
嶠
百
詠
』
の
一
節
。
李
嶠
『
雑
詠
』
に
唐
代
の
注
を
加
え
た
本
が
『
李
嶠
百
詠
』『
李

嶠
百
二
十
詠
』
と
呼
ば
れ
、
平
安
時
代
の
日
本
に
お
い
て
幼
学
啓
蒙
書
と
し
て
享
受
さ
れ

て
い
た
。
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12　

同
歌
合
は
、
証
本
の
記
述
か
ら
、
源
俊
頼
女
子
と
源
師
俊
（
俊
房
男
、
一
〇
八
〇
〜

一
一
四
一
）
の
詠
が
合
わ
さ
れ
、
俊
頼
が
追
判
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

13　
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
三
月
七
日
条
「
小
舎
人
雅
仲
、
右
中
将
師
仲
朝
臣
男
、

十
才
」

14　

中
村
文
氏
「
源
有
房
考
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
五
七　

一
九
八
六
年
一
二
月
、
犬
井

善
壽
氏
「『
山
家
集
』
所
載
贈
答
歌
一
対
存
疑
（
上
）
―
『
覚
綱
集
』
所
載
覚
綱
詠
歌
と
の

関
連
に
お
い
て
」『
文
藝
言
語
研
究
（
文
藝
篇
）』
一
一　

一
九
八
七
年
一
月
、
同
「
高
松

院
・
高
松
宮
・
双
林
寺
宮
―
『
山
家
集
』
所
載
贈
答
歌
一
対
存
疑
（
上
）・
補
遺
」
同
前

一
二   

一
九
八
七
年
九
月
、
同
『
山
家
集
』
所
載
贈
答
歌
一
対
存
疑
（
下
）
―
『
覚
綱
集
』

所
載
覚
綱
詠
歌
と
の
関
連
に
お
い
て
」
同
前
一
七　

一
九
九
〇
年
一
月
の
一
連
の
論
文
が
、

和
歌
資
料
に
お
け
る
双
林
寺
宮
の
伝
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
は
、「
高
松
宮
歌
合
」
の

主
催
者
「
高
松
宮
」
と
双
林
寺
宮
が
同
一
人
物
か
否
か
に
つ
い
て
考
証
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
犬
井
氏
は
『
山
家
集
』
と
『
覚
綱
集
』
に
共
通
す
る
あ
る
一
首
を
め
ぐ
っ
て
詞
書
に

見
え
る
「
宮
ば
ら
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
双
林
寺
宮
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
西
行
と
双
林
寺
宮
が
直
接
に
歌
を
交
わ
し
た
こ
と
に
な
る
。。

15　

京
都
府
総
合
資
料
館
蔵
『
京
都
府
寺
誌
稿　

双
林
寺
志
』

16　

有
吉
保
氏
『
王
朝
の
歌
人
八　

西
行
』
集
英
社　

一
九
九
五
年
。『
山
家
集
』
上
・
冬　

五
〇
六
な
ど
に
双
林
寺
で
詠
ん
だ
和
歌
が
あ
る
。

17　

皇
后
宮
の
唐
名
「
長
秋
宮
」
に
基
づ
く
名
称
。
璋
子
の
師
時
に
対
す
る
信
任
は
厚
く
、

ま
た
、
美
濃
局
に
つ
い
て
も
評
価
す
る
言
葉
が
み
え
る
。

18　

こ
の
と
き
師
時
の
息
男
三
人
も
同
行
し
て
い
る
。
師
仲
は
ま
だ
四
歳
で
あ
る
が
、
三
男

ゆ
え
同
行
の
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
。

19　
『
山
州
名
跡
志
』『
都
名
所
図
会
』
な
ど
の
地
誌
に
よ
れ
ば
、「
美
濃
山
」（
現
在
の
八
幡
市
）

の
地
名
は
、
美
濃
局
が
こ
の
地
に
住
ん
だ
こ
と
に
よ
る
と
伝
え
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。
実
家
近
く
に
移
っ
た
と
す
れ
ば
、
師
仲
の
死
後
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
お
か
だ　

み
や
こ
・
本
学
人
文
学
部
国
際
文
化
学
科
准
教
授
）


