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は
じ
め
に

　

平
安
仮
名
文
学
に
お
い
て
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
な
ど

の
よ
う
に
︑
絵
に
見
立
て
る
こ
と
と
関
連
す
る
常
套
的
な
表
現
は
自
然
や
人
物
へ
の
賛
美

と
し
て
散
見
さ
れ
る
︒
先
行
研
究
で
は
︑
概
ね
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
研
究
対
象
に
し
て
論
述

し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
こ
の
二
種
の
表
現
が
生
み
だ
さ
れ
た
要
因
に
つ
い
て
︑
片
野
﹇
一

九
九
二
﹈
は
︑
作
者
に
は
理
想
的
な
絵
画
的
形
象
が
あ
り
︑﹁
物
語
の
世
界
で
︑
も
っ
と

も
そ
れ
に
近
い
世
界
を
想
像
し
た
時
︑
こ
の
よ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
た
も
の
﹂
と
推
察
し

て
い
る
︒
ま
た
︑
物
語
絵
の
創
作
の
視
座
か
ら
と
ら
え
る
モ
ス
ト
ウ
﹇
一
九
九
七
﹈
な
ど

の
先
行
論
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
一
方
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
表
現
の
相
違
に
注
目
す
る
論
が
ほ
ぼ

見
ら
れ
な
い
中
で
︑
伊
井
﹇
二
〇
〇
一
﹈
は
︑﹁
絵
に
か
き
た
る
や
う
﹂
で
は
自
然
に
関

わ
る
例
が
多
い
の
に
対
し
て
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
の
﹁
絵
に
か
か
ま
ほ
し
﹂
の
大
半
は
記
録

性
を
意
図
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　

一
方
で
︑
上
野
﹇
二
〇
〇
二
﹈
は
︑
写
真
・
ビ
デ
オ
類
の
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
に
お

い
て
︑
絵
画
の
持
つ
記
録
性
・
記
念
性
と
い
う
機
能
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
︒
確
か
に
絵
画
に
は
そ
の
役
割
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
栄
花
物
語
﹄

で
は
︑
禎
子
内
親
王
の
裳
着
の
儀
に
際
し
て
︑
彼
女
の
﹁
い
み
じ
く
う
つ
く
し
げ
に
︑
御

髪
の
懸
り
た
る
ほ
ど
︑
な
べ
て
な
ら
ず
め
で
た
﹂
い
と
い
う
姿
を
﹁
絵
﹂
で
記
録
し
よ
う

と
考
え
て
い
る
︵﹁
御
裳
着
﹂
②
三
三
六
頁
︶︒
し
か
し
︑﹁
絵
は
め
で
た
く
か
き
た
れ
ど
︑
も

の
い
は
ず
動
か
ね
ば
か
ひ
な
し
﹂︵
同
頁
︶︑
つ
ま
り
︑
姫
宮
の
様
子
を
絵
に
描
け
ば
︑
素

晴
ら
し
く
表
現
で
き
る
が
︑
も
の
を
言
わ
な
い
し
︑
動
か
な
い
か
ら
効
果
が
な
い
と
も
評

価
し
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑﹁
絵
﹂
の
静
的
な
性
質
は
既
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
認
識
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
﹃
枕
草
子
﹄
に
つ
い
て
論
じ
る
沢
田
﹇
一
九
八
五
﹈
は
︑
絵
画
に
見
立
て
る
こ
と

に
つ
い
て
︑
見
立
て
と
は
絵
の
構
図
に
あ
て
は
ま
る
場
合
が
多
く
︑
絵
画
性
が
強
い
も
の

で
あ
り
︑﹁
静
止
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
が
︑
ま
た
静
止
し
た
状
態
と
し
て
と
ら
え
や
す

い
こ
と
が
出
発
点
﹂
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑﹁
静
的
﹂
な
場
面
は
絵
画

性
が
強
い
か
ら
見
立
て
に
も
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
論
点
は
果
た
し

て
︑
平
安
仮
名
文
学
全
般
に
も
適
応
し
う
る
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
よ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
︑
絵
画
や
写
真
の
よ
う
な
静
止
画
と
ビ
デ
オ
の
よ
う
な
動
画
と
の
間
に
大
き
な
差

異
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
静
的
﹂
な
場
面
と
﹁
動
的
﹂
な
場
面
と
の
使
い
分
け
が
物
語
に
お

い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
︒

　

本
稿
で
は
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
な
ど
の
絵
に
見
立
て

る
表
現
に
注
目
し
︑
大
き
く
二
種
類
に
分
か
れ
る
こ
れ
ら
の
表
現
の
差
異
︑
特
に
﹃
源
氏

物
語
﹄
以
前
に
は
用
例
の
見
ら
れ
な
い
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
の
用
法
に
留
意
し
て
ゆ
く
︒

ま
ず
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
の
初
出
例
が
見
ら
れ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
対
象
に
︑﹁
静
﹂

と
﹁
動
﹂
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
み
る
︒
さ
ら
に
︑
平
安

仮
名
文
学
作
品
に
お
け
る
用
例
を
全
体
的
に
俯
瞰
し
︑
同
様
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
用
例
の
特
殊
性
を
と
ら

え
て
み
た
い
︒
実
は
他
に
︑﹁
絵
に
描
く
と
も
筆
も
及
ぶ
ま
じ
﹂
の
よ
う
な
表
現
が
九
例

見
ら
れ
る
︒
意
味
上
は
﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
も
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
と
も
異
な

り
︑
ま
た
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
詳
し
く
と
り
あ
げ
な
い
が
︑
関
連
す
る

平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
絵
に
描
き
た
る
や
う
」
と
「
絵
に
描
か
ま
ほ
し
」
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表
現
と
し
て
付
言
し
て
お
く（（
（

︒

一
　『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
絵
に
見
立
て
ら
れ
る
例

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
絵
に
か
き
た
る
や
う
﹂
と
そ
れ
に
類
す
る
と
判
断
さ
れ
る

表
現
は
八
例
確
認
で
き
る
︒
以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
つ
い
て
順
に
検
討
し
て
み
よ
う
︒

　

① 

夕
暮
の
静
か
な
る
に
︑
空
の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
に
︑
御
前
の
前
栽
枯
れ
枯
れ
に
︑

虫
の
音
も
鳴
き
か
れ
て
︑
紅
葉
の
や
う
や
う
色
づ
く
ほ
ど
︑
絵
に
描
き
た
る
や
う
に

お
も
し
ろ
き
を
見
わ
た
し
て
︑
︙
︙ 

︵﹁
夕
顔
﹂
①
一
八
七
頁
︶

　

夕
顔
の
死
亡
後
︑
右
近
は
二
条
院
に
移
っ
て
い
た
︒
本
文
①
の
二
条
院
の
秋
景
色
は
︑

右
近
に
よ
っ
て
︑
一
枚
の
絵
に
収
め
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
本
文
中
で
も

二
重
傍
線
部
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
︑﹁
静
か
﹂
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
︒

　

② 

背
後
の
山
に
立
ち
出
で
て
京
の
方
を
見
た
ま
ふ
︒
は
る
か
に
霞
み
わ
た
り
て
︑
四
方

の
梢
そ
こ
は
か
と
な
う
け
ぶ
り
わ
た
れ
る
ほ
ど
︑
源
氏

　
　

﹁
絵
に
い
と
よ
く
も
似
た
る

か
な
︒
︙
︙
﹂ 
︵﹁
若
紫
﹂
①
二
〇
一
頁
~
二
〇
二
頁
︶

　

こ
れ
は
光
源
氏
が
北
山
で
見
た
景
色
で
あ
る
︒
光
源
氏
は
大
自
然
に
囲
ま
れ
て
︑
思
わ

ず
﹁
絵
に
い
と
よ
く
も
似
た
る
﹂
と
讃
嘆
し
た
︒
景
色
の
中
に
﹁
霞
﹂
が
あ
る
が
︑
動
い

て
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
︒

　

③ 

女
君
︑
例
の
︑
這
ひ
隠
れ
て
と
み
に
も
出
で
た
ま
は
ぬ
を
︑
︙
︙
か
ら
う
じ
て
渡
り

た
ま
へ
り
︒
た
だ
︑
絵
に
描
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
や
う
に
し
す
ゑ
ら
れ
て
︑
う
ち

み
じ
ろ
き
た
ま
ふ
こ
と
も
か
た
く
︑
︙
︙ 

︵﹁
若
紫
﹂
①
二
二
六
頁
︶

　

光
源
氏
は
久
し
ぶ
り
に
葵
の
上
を
訪
ね
た
︒
し
か
し
︑
葵
の
上
は
相
変
わ
ら
ず
打
ち
解

け
な
い
で
︑
絵
に
描
い
た
よ
う
に
動
か
な
い
で
き
ち
ん
と
し
て
い
て
︑
源
氏
を
敬
遠
し
て

い
る
︒
こ
こ
の
﹁
絵
﹂
の
比
喩
は
︑
正
し
く
葵
の
上
の
動
か
な
い
様
子
を
強
調
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
︒

　

④ 

東
の
対
に
渡
り
た
ま
へ
る
に
︑
た
ち
出
で
て
︑
庭
の
木
立
︑
池
の
方
な
ど
の
ぞ
き
た

ま
へ
ば
︑
霜
枯
れ
の
前
栽
絵
に
か
け
る
や
う
に
お
も
し
ろ
く
て
︑
見
も
知
ら
ぬ
四
位

五
位
こ
き
ま
ぜ
に
︑
隙
な
う
出
で
入
り
つ
つ
︑
げ
に
を
か
し
き
所
か
な
と
思
す
︒

 

︵﹁
若
紫
﹂
①
二
五
八
頁
︶

　

こ
れ
は
二
条
院
に
移
っ
た
ば
か
り
の
紫
の
君
︵
後
の
紫
の
上
︶
が
見
た
二
条
院
の
様
子
で

あ
る
︒
庭
も
池
も
前
栽
も
絵
に
描
い
た
よ
う
で
︑
素
敵
な
邸
だ
と
感
心
し
て
い
る
︒
注
意

し
た
い
の
は
︑
静
か
な
景
色
の
方
だ
け
を
﹁
絵
﹂
に
喩
え
て
い
る
が
︑
出
入
り
す
る
人
物

に
つ
い
て
は
喩
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

　

⑤ 

住
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
︑
言
は
む
方
な
く
唐
め
い
た
り
︒
所
の
さ
ま
絵
に
描
き
た
ら

む
や
う
な
る
に
︑
竹
編
め
る
垣
し
わ
た
し
て
︑
石
の
階
︑
松
の
柱
︑
お
ろ
そ
か
な
る

も
の
か
ら
め
づ
ら
か
に
を
か
し
︒ 

︵﹁
須
磨
﹂
②
二
一
三
頁
︶

　

こ
れ
は
宰
相
中
将
︵
か
つ
て
の
頭
中
将
︶
が
須
磨
で
見
た
光
源
氏
の
﹁
唐
め
い
﹂
て
い
る

住
ま
い
で
あ
る
︒﹁
竹
の
垣
︑
石
の
階
︑
松
の
柱
﹂
は
動
的
と
は
い
い
が
た
く
︑
静
的
な

描
写
で
あ
る
︒

　

⑥ 

︙
︙
心
も
と
な
き
ほ
ど
の
灯
影
に
︑
御
髪
い
と
を
か
し
げ
に
は
な
や
か
に
削
ぎ
て
︑

倚
り
ゐ
た
ま
へ
る
︑
絵
に
描
き
た
ら
む
さ
ま
し
て
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
︒

 

︵﹁
澪
標
﹂
②
三
一
二
頁
︶

　

こ
れ
は
須
磨
か
ら
帰
京
し
た
光
源
氏
に
よ
っ
て
垣
間
見
さ
れ
た
六
条
御
息
所
の
尼
姿
で

あ
る
︒
尼
削
ぎ
の
髪
︑
物
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
姿
を
﹁
絵
の
よ
う
に
美
し
い
﹂
と
感
動

し
て
い
る
︒
物
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
様
子
は
︑
動
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
静
的
な
描

写
で
あ
る
︒

　

⑦ 

竜
頭
鷁
首
を
︑
唐
の
装
ひ
に
こ
と
ご
と
し
う
し
つ
ら
ひ
て
︑
︙
︙
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ

国
に
来
た
ら
む
心
地
し
て
︑
あ
は
れ
に
お
も
し
ろ
く
︑
見
な
ら
は
ぬ
女
房
な
ど
は
思

ふ
︒
中
島
の
入
江
の
岩
蔭
に
さ
し
寄
せ
て
見
れ
ば
︑
は
か
な
き
石
の
た
た
ず
ま
ひ
も
︑

た
だ
絵
に
描
い
た
ら
む
や
う
な
り
︒ 

︵﹁
胡
蝶
﹂
③
一
六
六
頁
︶

　

こ
れ
は
秋
好
中
宮
付
き
の
女
房
が
紫
の
上
に
招
待
さ
れ
た
時
に
見
た
六
条
院
春
の
町

︵
東
南
の
町
︶
の
景
色
で
あ
る
︒﹁
見
知
ら
ぬ
国
﹂
に
来
た
よ
う
な
心
地
が
す
る
と
い
う
︒

特
に
︑
立
石
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
︑
絵
に
描
い
た
よ
う
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
立
石
な

の
で
︑
当
然
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

⑧ 
紛
る
る
こ
と
な
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
住
ま
ひ
に
︑
御
前
の
前
栽
ほ
か
の
に
は
似
ず
︑

同
じ
き
花
の
姿
も
︑
木
草
の
な
び
き
ざ
ま
も
こ
と
に
見
な
さ
れ
て
︑
遣
水
に
す
め
る

月
の
影
さ
へ
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
る
に
︑
︙
︙ 

︵﹁
総
角
﹂
⑤
二
五
九
頁
︶

　

こ
れ
は
薫
が
見
た
六
条
院
の
匂
宮
の
住
ま
い
で
あ
る
︒
よ
そ
と
違
っ
て
︑﹁
遣
水
に
す

め
る
月
の
影
﹂
ま
で
絵
に
描
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
︒
遣
水
は
流
れ
て
い
る
だ
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ろ
う
が
︑
そ
れ
は
動
的
と
い
う
よ
り
も
︑
本
文
が
示
す
と
お
り
﹁
月
の
影
﹂
を
映
し
て
い

る
静
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　

以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
い
う
八
例
の
表
現
の
う
ち
︑

自
然
は
六
例
あ
り
︑
人
物
は
二
例
あ
る
︒
た
だ
し
︑
前
者
で
は
︑
自
然
そ
の
も
の
︵
②
の

北
山
︶
よ
り
︑
①
④
⑤
⑦
⑧
の
二
条
院
︑
六
条
院
ほ
か
の
庭
園
な
ど
︑
人
工
的
な
﹁
自
然

も
ど
き
﹂
の
ほ
う
が
多
い
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
対
象
は
ほ
ぼ
静
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
︒
一
方
で
︑
人
物
を
と
ら
え
た
③
・
⑥
の
二
例
も
ま
た
︑
静
的
な
姿
の
描

写
で
あ
っ
た
︒

　

続
い
て
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
の
用
例
を
分
析
し
て
み
よ
う
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
わ

ず
か
三
例
し
か
な
い
が
︑
い
ず
れ
も
人
物
に
関
わ
っ
て
い
る
︒

　

⑨ 

を
か
し
げ
な
る
侍

さ
ぶ
ら
ひ

童わ
ら
はの

姿
好
ま
し
う
︑
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
︑
指
貫
の
裾
露
け
げ

に
︑
花
の
中
に
ま
じ
り
て
朝
顔
折
り
て
ま
ゐ
る
ほ
ど
な
ど
︑
絵
に
描
か
ま
ほ
し
げ
な

り
︒ 

︵﹁
夕
顔
﹂
①
一
四
八
頁
︶

　

こ
れ
は
六
条
御
息
所
邸
の
侍
童
の
描
写
で
あ
る
︒
花
の
中
に
分
け
入
り
︑
朝
顔
を
折
っ

て
差
し
あ
げ
て
い
る
様
子
を
絵
に
描
き
た
い
と
願
い
を
か
け
て
い
る
︒
こ
の
侍
童
の
動
作

は
動
的
で
あ
ろ
う
︒

　

⑩ 

源
氏

　
　

﹁
あ
や
し
く
例
な
ら
ぬ
御
気
色
こ
そ
心
得
が
た
け
れ
﹂
と
て
︑
御
髪
を
か
き
や

り
つ
つ
︑
い
と
ほ
し
と
思
し
た
る
さ
ま
も
︑
絵
に
描
か
ま
ほ
し
き
御
あ
は
ひ
な
り
︒

 

︵﹁
朝
顔
﹂
②
四
八
八
頁
~
四
八
九
頁
︶

　
﹁
朝
顔
﹂
巻
で
は
︑
光
源
氏
は
紫
の
上
に
朝
顔
の
姫
君
と
の
仲
に
つ
い
て
弁
明
し
た
あ

と
︑
紫
の
上
を
慰
め
る
た
め
に
︑﹁
御
髪
を
か
き
や
り
つ
つ
﹂
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い

る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
二
人
の
様
子
が
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
き
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
髪

を
掻
き
や
る
と
い
う
の
は
︑
派
手
な
動
き
で
は
な
い
も
の
の
︑
一
種
の
動
的
な
様
で
あ
ろ

う
︒

　

⑪ 

薄
鈍
色
の
綾
︑
中
に
は
萱
草
な
ど
澄
み
た
る
色
を
着
て
︑
︙
︙
行
ひ
な
ど
を
し
た
ま

ふ
も
︑
な
ほ
数
珠
は
近
き
帳
に
う
ち
懸
け
て
︑
経
に
心
を
入
れ
て
読
み
た
ま
へ
る
さ

ま
︑
絵
に
も
描
か
ま
ほ
し
︒ 

︵﹁
手
習
﹂
⑥
三
五
〇
頁
~
三
五
一
頁
︶

　

こ
れ
は
妹
尼
が
尼
姿
の
浮
舟
を
覗
き
見
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
浮
舟
は
声
を
あ
げ
て
読

経
し
て
い
る
︒﹁
数
珠
﹂
か
ら
解
放
さ
れ
た
手
で
経
机
な
ど
に
あ
っ
た
経
典
を
捲
り
な
が

ら
読
ん
で
い
る
姿
が
︑﹁
心
を
入
れ
﹂
て
い
る
よ
う
に
妹
尼
は
感
じ
た
よ
う
だ
︒
こ
こ
で

は
︑
経
を
読
む
と
い
う
行
為
な
の
で
︑
積
極
的
に
体
を
動
か
し
て
い
る
場
面
と
は
い
い
が

た
い
が
︑
静
的
と
い
い
き
れ
る
描
写
で
も
な
か
ろ
う
︒

　

以
上
か
ら
み
れ
ば
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
は
︑
人
物
の
︵
激
し
い
と
は
言
え
な
い
程
度
の
︶

動
作
を
絵
に
描
い
て
限
り
な
く
保
存
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
よ
う
で
あ
る
︒

　

こ
の
あ
と
よ
り
丁
寧
に
確
認
し
て
ゆ
く
よ
う
に
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
と
い
う
表
現

は
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
初
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ビ
デ
オ
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
な
い

時
代
に
︑
作
者
の
鋭
い
感
覚
に
よ
っ
て
︑
静
止
画
の
絵
で
は
な
か
な
か
あ
ら
わ
し
き
れ
な

い
動
的
な
も
の
を
と
ら
え
よ
う
︵
あ
る
い
は
保
存
し
よ
う
︶
と
す
る
表
現
を
開
拓
し
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
静
的
﹂
と
﹁
動
的
﹂
の
差
異
を
感
じ
取
り
︑﹁
絵
に
描

き
た
る
や
う
﹂
と
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
で
そ
の
区
別
を
表
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
﹁
動
的
﹂
と
﹁
静
的
﹂
の
対
比
と
い
う
特
徴
は
平
安
時
代
の
ほ
か
の
仮
名
文
学
に
見

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
次
節
以
降
で
検
討
し
て
み
よ
う
︒

二
　
平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
絵
に
描
き
た
る
や
う
」
な
ど

　

ま
ず
︑
平
安
和
歌
文
学
に
お
い
て
は
︑
日
本
文
学W

eb

図
書
館
の
﹁
和
歌
・
連
歌
・

俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
﹂
を
利
用
し
︑
関
連
表
現
を
検
索
し
た
結
果
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や

う
﹂
と
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂︑
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
表
現
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
（
（
（

︒
た
だ
し
︑
文
言
が
少
々
異
な
る
例
と
し
て
わ
ず
か
に
二
首
が
見
出
さ
れ
た（（
（

︒
ま
た
︑

散
文
作
品
の
う
ち
︑﹃
竹
取
物
語
﹄・﹃
土
佐
日
記
﹄・﹃
伊
勢
物
語
﹄・﹃
大
和
物
語
﹄・﹃
平

中
物
語
﹄・﹃
落
窪
物
語
﹄・﹃
和
泉
式
部
日
記
﹄
で
は
︑
こ
れ
ら
の
表
現
が
見
出
さ
れ
な
か
っ

た
︒

　

本
節
で
は
︑
ま
ず
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
な
ど
の
用
例
を
見
て
い
く
︒﹃
源
氏
物
語
﹄

以
外
に
︑
十
三
の
作
品
に
お
い
て
四
十
五
の
用
例
が
確
認
さ
れ
た
︒
以
下
に
お
い
て
︑
概

ね
作
品
の
成
立
時
代
順
に
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
︒な
お
︑し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
﹁
絵

の
心
地
し
て
﹂
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
意
味
上
か
ら
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
相
似
す

る
表
現
と
し
て
用
例
に
含
め
て
い
る
︒

●
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
二
例

　

⑫ 

夜
の
明
く
る
ま
ま
に
見
や
り
た
れ
ば
︑
東
に
風
は
い
と
の
ど
か
に
て
︑
霧
た
ち
わ
た
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り
︑
川
の
あ
な
た
は
絵
に
か
き
た
る
や
う
に
み
え
た
り
︒
川
づ
ら
に
放
ち
馬
ど
も
の

あ
さ
り
あ
り
く
も
︑
遥
か
に
見
え
た
り
︒
い
と
あ
は
れ
な
り
︒

 

︵
中
巻
︵
天
禄
元
年
七
月
︶
二
〇
七
頁
~
二
〇
八
頁
︶

　

こ
れ
は
作
者
が
石
山
寺
詣
の
時
に
︑
見
た
石
山
寺
の
東
を
流
れ
る
瀬
田
川
の
ほ
と
り
の

景
色
で
あ
る
︒
絵
に
喩
え
て
い
る
川
岸
の
馬
の
群
れ
が
回
っ
て
い
る
姿
を
遥
か
に
見
て
︑

深
い
感
動
を
覚
え
た
︒
馬
が
回
っ
て
い
る
様
子
な
の
で
︑﹁
絵
に
か
き
た
る
や
う
﹂
の
例

で
は
あ
る
が
︑
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

⑬ 

例
も
清
げ
な
る
人
の
︑
練
り
そ
し
た
る
着
て
︑
︙
︙
風
は
や
き
ほ
ど
に
︑
纓
吹
き
あ

げ
ら
れ
つ
つ
立
て
る
さ
ま
︑
絵
に
か
き
た
る
や
う
な
り
︒

 

︵
下
巻
︵
天
延
二
年
二
月
~
四
月
︶
三
二
九
頁
︶

　

こ
れ
は
作
者
が
見
た
藤
原
遠
度
の
姿
で
あ
る
︒
身
な
り
を
言
っ
た
後
で
︑
風
が
強
い
か

ら
︑
纓
が
吹
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
様
子
が
絵
に
描
い
た
よ
う
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
動
的

な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
一
例

　

⑭ 

次
に
︑
大
将
の
居
給
へ
る
所
に
︑
か
た
ち
よ
く
︑
髪
長
く
て
︑
髪
一
本
に
結
ひ
た
る

男
童
の
︑
よ
き
ほ
ど
な
る
四
人
︑
か
け
そ
に
し
て
︑
南
の
方
の
山
の
木
の
根
に
造
り

か
け
た
る
反
橋
の
方
よ
り
参
ら
す
︒
少
し
下
り
た
る
高
欄
に
出
で
て
︑
参
る
︒
絵
に

描
き
た
る
ご
と
︑
面
白
し
︒ 

︵﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄﹁
楼
の
上　

下
﹂
八
八
六
頁
︶

　

こ
こ
で
︑﹁
絵
﹂
に
見
立
て
て
い
る
の
は
︑
楼
全
体
の
構
図
及
び
仲
忠
の
食
事
姿
だ
ろ

う
︒
全
体
的
に
静
か
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
が
︑
食
べ
て
い
る
の
で
︑
や
は
り
︑
動
的

な
描
写
だ
と
考
え
て
よ
い
︒

●
﹃
枕
草
子
﹄
六
例

　

⑮ 

そ
の
は
じ
め
よ
り
︑
や
が
て
は
つ
る
日
ま
で
立
て
た
る
車
の
あ
り
け
る
に
︑
人
寄
り

来
と
も
見
え
ず
︑
す
べ
て
た
だ
あ
さ
ま
し
う
絵
な
ど
の
や
う
に
て
過
ぐ
し
け
れ
ば
︑

︙
︙ 

︵﹁
三
三
︑
小
白
川
と
い
ふ
所
は
﹂
八
二
頁
︶

　

法
華
八
講
を
行
っ
た
と
き
に
︑
一
台
の
車
だ
け
が
︑
完
全
に
あ
き
れ
る
ほ
ど
に
絵
の
よ

う
に
動
か
ず
に
過
ご
し
て
き
た
︒﹁
絵
﹂
は
正
し
く
不
動
の
有
様
を
比
喩
し
て
い
る
︒
静

的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

⑯ 

桜
の
綾
の
直
衣
︑
い
み
じ
う
は
な
ば
な
と
︑
︙
︙
せ
ば
き
縁
に
片
つ
方
は
下
な
が
ら
︑

す
こ
し
簾
の
も
と
近
う
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
ぞ
︑
ま
こ
と
に
絵
に
か
き
︑
物
語
の
め
で

た
き
事
に
言
ひ
た
る
︑
こ
れ
に
こ
そ
は
と
ぞ
見
え
た
る
︒

 

︵﹁
七
九
︑
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
﹂
一
四
二
頁
︶

　

作
者
が
観
察
し
た
藤
原
斉
信
の
姿
で
あ
る
︒
簾
の
も
と
近
く
寄
っ
て
座
っ
て
い
る
様
子

は
︑
絵
に
描
い
た
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
と
見
え
る
か
ら
︑
静
的
な
描
写
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　

⑰ 

唐
絵
に
描
き
た
る
懸
盤
し
て
物
食
は
せ
た
る
を
見
入
る
る
人
も
な
け
れ
ば
︑
︙
︙

 

︵﹁
九
五
︑
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
﹂
一
八
六
頁
︶

　

作
者
は
高
階
明
順
の
家
を
訪
ね
た
と
き
に
︑
食
べ
物
の
食
器
が
唐
絵
に
描
い
た
よ
う
な

も
の
だ
と
観
察
し
て
い
る
︒
懸
盤
の
説
明
な
の
で
︑
静
的
な
描
写
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ

う
︒

　

⑱ 

淑
景
舎
は
北
に
す
こ
し
寄
り
て
︑
南
向
き
に
お
は
す
︒
︙
︙
扇
を
つ
と
さ
し
隠
し
た

ま
へ
る
︑
い
み
じ
う
︑
げ
に
め
で
た
く
う
つ
く
し
と
見
え
た
ま
ふ
︒
︙
︙
淑
景
舎
の
︑

い
と
う
つ
く
し
げ
に
︑
絵
に
描
い
た
る
や
う
に
て
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
る
に
︑
︙
︙

 

︵﹁
一
〇
〇
︑
淑
景
舎
︑
東
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
﹂
二
〇
一
頁
~
二
〇
二
頁
︶

　

中
宮
の
妹
原
子
が
︑
東
宮
︵
の
ち
の
三
条
帝
︶
の
も
と
に
入
内
す
る
時
の
様
子
で
あ
る
︒

淑
景
舎
の
北
に
寄
っ
て
座
っ
て
い
る
様
子
な
の
で
︑
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

⑲ 

宮
は
︑
白
き
御
衣
ど
も
に
︑
紅
の
唐
綾
を
ぞ
上
に
奉
り
た
る
︒
御
髪
の
か
か
ら
せ
た

ま
へ
る
な
ど
︑
絵
に
描
き
た
る
を
こ
そ
︑
︙
︙

 

︵﹁
一
七
九
︑
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
﹂
三
一
〇
頁
︶

　

作
者
が
初
宮
仕
え
の
頃
に
︑
観
察
し
た
中
宮
の
優
美
な
姿
の
中
で
︑
特
に
髪
の
様
子
は

絵
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
︒
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

⑳ 

︙
︙
み
な
御
裳
︑
御
唐
衣
︑
御
匣
殿
ま
で
に
着
た
ま
へ
り
︒
殿
の
上
は
︑
裳
の
上
に

小
袿
を
ぞ
着
た
ま
へ
る
︒﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
る
御
さ
ま
ど
も
か
な
︒
︙
︙
﹂

 

︵﹁
二
六
〇
︑
関
白
殿
︑
二
月
二
十
一
日
に
︑
法
興
院
の
﹂
四
一
三
頁
︶

　

中
宮
の
い
る
桟
敷
で
︑
中
宮
︑
御
匣
殿
︑
北
の
方
ま
で
着
用
し
て
い
る
服
を
関
白
道
隆

が
﹁
絵
に
描
い
て
あ
る
よ
う
に
﹂
と
褒
め
て
い
る
︒
中
宮
た
ち
が
座
っ
て
い
る
の
で
︑
静

的
な
描
写
と
考
え
て
も
よ
い
︒

●
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
六
例

　

㉑ 

︙
︙
弁
の
宰
相
の
君
の
戸
口
を
さ
し
の
ぞ
き
た
れ
ば
︑
昼
寝
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
り
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け
り
︒
︙
顔
は
ひ
き
入
て
︑
硯
の
筥
に
ま
く
ら
し
て
︑
臥
し
た
ま
へ
る
額
つ
き
︑
い

と
ら
う
た
げ
に
な
ま
め
か
し
︒
絵
に
か
き
た
る
も
の
の
姫
君
の
心
ち
す
れ
ば
︑
︙
︙

 

︵︹
七
︺
宰
相
の
君
の
昼
寝
姿
│
│
八
月
二
十
六
日
︑
一
二
八
頁
︶

　

作
者
は
宰
相
の
君
の
昼
寝
姿
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
寝
相
な
の
で
︑
静
的
な
描
写
で
あ

る
︒

　

㉒ 

よ
ろ
づ
の
も
の
の
く
も
り
な
く
白
き
御
前
に
︑
人
の
様
態
︑
色
あ
ひ
な
ど
さ
へ
︑
け

ち
え
ん
に
あ
ら
は
れ
た
る
を
見
わ
た
す
に
︑
よ
き
墨
絵
に
︑
髪
ど
も
を
お
ほ
し
た
る

や
う
に
見
ゆ
︒ 

︵︹
一
六
︺
女
房
た
ち
の
服
装
︑
一
四
〇
頁
︶

　

彰
子
が
若
宮
を
出
産
す
る
時
に
︑
白
い
服
装
で
髪
だ
け
が
黒
い
女
房
た
ち
の
姿
を
︑
墨

絵
に
髪
を
生
や
し
た
よ
う
だ
と
喩
え
て
い
る
︒
特
に
動
的
な
描
写
は
な
い
の
で
︑
静
的
と

考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

㉓ 

女
房
の
ゐ
た
る
︑
南
の
柱
も
と
よ
り
︑
簾
を
す
こ
し
ひ
き
あ
け
て
︑
内
侍
二
人
出
づ
︒

そ
の
日
の
髪
上
げ
う
る
は
し
き
姿
︑
唐
絵
を
を
か
し
げ
に
か
き
た
る
や
う
な
り
︒

 

︵︹
二
六
︺
土
御
門
邸
御
幸
│
│
十
月
十
六
日
︑
一
五
四
頁
︶

　

土
御
門
邸
御
幸
の
時
に
︑
内
侍
二
人
の
髪
上
げ
う
る
は
し
き
姿
を
︑﹁
唐
絵
﹂
に
喩
え

て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
二
人
が
出
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
動
的
な
描
写
で
あ
ろ
う
︒

　

㉔ 

う
ち
と
け
た
る
を
り
こ
そ
︑
ま
ほ
な
ら
ぬ
か
た
ち
も
う
ち
ま
じ
り
て
見
え
わ
か
れ
け

れ
︑
心
を
つ
く
し
て
つ
く
ろ
ひ
け
さ
う
じ
︑
劣
ら
じ
と
し
た
て
た
る
︑
女
絵
の
を
か

し
き
に
い
と
よ
う
似
て
︑
︙
︙

 

︵︹
二
六
︺
土
御
門
邸
御
幸
│
│
十
月
十
六
日
︑
一
五
六
頁
︶

　

㉓
と
同
じ
御
幸
の
時
に
︑
作
者
が
観
察
し
た
女
房
の
姿
で
あ
る
︒
普
段
と
は
違
っ
て
︑

身
な
り
も
化
粧
も
整
っ
て
い
る
の
で
︑
女
絵
に
そ
っ
く
り
と
褒
め
た
の
で
あ
る
︒
全
体
の

雰
囲
気
を
﹁
絵
﹂
に
喩
え
て
い
る
の
で
︑
静
的
な
描
写
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

㉕ 

例
の
︑
人
々
の
し
た
て
て
ま
う
の
ぼ
り
つ
ど
ひ
た
る
御
前
の
有
様
︑
絵
に
か
き
た
る

物
合
の
所
に
ぞ
、
い
と
よ
う
似
て
侍
し
︒

 

︵︹
三
〇
︺
御
五
十
日
の
祝
い
│
│
十
一
月
一
日
︑
一
六
二
頁
︶

　

若
宮
誕
生
の
五
十
日
目
の
祝
い
に
︑
女
房
た
ち
の
姿
を
﹁
絵
﹂
に
喩
え
て
い
る
︒
こ
こ

で
は
︑
正
服
姿
の
人
々
の
左
右
に
列
座
し
て
い
る
光
景
な
の
で
︑
静
的
な
描
写
と
考
え
て

も
よ
い
か
︒

　

㉖ 

五
節
の
弁
︙
︙
絵
に
か
い
た
る
顔
し
て
︑
額
い
た
う
は
れ
た
る
人
の
︑
ま
じ
り
い
た

う
ひ
き
て
︑
顔
も
こ
こ
は
や
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
︑
色
白
う
︑
︙
︙

 

︵︹
四
六
︺
人
々
の
容
姿
と
性
格
︑
一
九
二
頁
︶

　

五
節
の
弁
の
﹁
絵
に
か
い
た
る
顔
﹂
は
︑
引
目
鉤
鼻
の
顔
に
近
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑

顔
つ
き
に
注
目
し
て
い
る
の
で
︑
静
的
な
描
写
だ
ろ
う
︒

●
﹃
栄
花
物
語
﹄
十
五
例

　

㉗ 

火
焚
屋
︑
土
御
門
殿
の
御
前
に
あ
り
し
︑
絵
に
か
き
た
る
や
う
な
り
し
を
︑
こ
の
御

前
に
て
︑
は
た
今
す
こ
し
気
異
な
る
心
地
す
る
も
︑
う
ち
つ
け
の
目
な
る
べ
し
︒

 

︵﹁
か
か
や
く
藤
壺
﹂
①
三
一
四
頁
~
三
一
五
頁
︶

　

彰
子
が
入
内
す
る
時
に
︑
一
緒
に
宮
中
に
移
さ
れ
た
火
焚
屋
は
︑
土
御
門
殿
の
庭
に

あ
っ
た
時
は
︑﹁
絵
に
描
い
た
よ
う
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
の
藤
壺
の
庭
で
は
︑
ま
た
目
新
し

い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
建
物
な
の
で
︑
こ
れ
は
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

㉘ 

︙
︙
小
さ
く
は
あ
ら
ぬ
が
︑
髪
長
う
様
体
を
か
し
げ
に
て
︑
汗
衫
ば
か
り
を
ぞ
着
せ

さ
せ
た
ま
へ
る
︑
表
袴
は
着
ず
︑
そ
の
姿
有
様
絵
に
描
き
た
る
や
う
に
て
︑
な
ま
め

か
し
う
を
か
し
げ
な
り
︒ 

︵﹁
は
つ
は
な
﹂
①
三
八
五
頁
~
三
八
六
頁
︶

　

彰
子
の
髪
も
器
量
も
素
晴
ら
し
い
童
女
が
汗
衫
だ
け
を
着
用
し
て
い
る
姿
は
ま
る
で

﹁
絵
に
描
い
た
よ
う
に
﹂
優
美
で
あ
る
︒
彰
子
は
手
習
の
た
め
に
︑﹁
添
ひ
臥
さ
せ
た
ま
へ

り
﹂︑童
女
は
彰
子
の
周
り
に
い
る
だ
け
で
︑特
に
動
い
て
い
る
描
写
も
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

　

㉙ 

白
装
束
ど
も
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
は
︑
た
だ
墨
絵
の
心
地
し
て
い
と
な
ま
め
か
し
︒

 

︵﹁
は
つ
は
な
﹂
①
四
〇
五
頁
︶

　

敦
成
親
王
の
御
湯
殿
に
︑
白
装
束
を
着
る
女
房
た
ち
の
様
子
は
﹁
墨
絵
﹂
に
喩
え
ら
れ

て
い
る
︒
服
装
の
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
︑
静
的
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　

㉚ 

︙
︙
す
こ
し
引
き
上
げ
て
内
侍
二
人
出
づ
︒
髪
上
げ
︑
う
る
は
し
き
姿
ど
も
︑
た
だ

唐
絵
か
︑
も
し
は
天
人
の
天
降
り
た
る
か
と
見
え
た
り
︒

 

︵﹁
は
つ
は
な
﹂
①
四
一
三
頁
︶

　

一
条
天
皇
の
土
御
門
殿
へ
の
御
幸
の
際
に
︑
内
侍
二
人
の
髪
姿
の
描
写
で
あ
る
︒
二
人

は
歩
い
て
い
る
の
で
︑
動
的
な
一
面
が
感
じ
ら
れ
る
︒

　

㉛ 

蔵
人
少
将
い
と
色
合
う
つ
く
し
う
︑
顔
つ
き
き
よ
げ
に
︑
あ
べ
き
か
ぎ
り
︑
絵
に
か

き
た
る
男
の
さ
ま
し
て
︑
︙
︙ 

︵﹁
は
つ
は
な
﹂
①
四
五
二
頁
︶
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伊
周
家
の
人
々
を
紹
介
す
る
中
に
︑
息
子
の
道
雅
の
肌
の
色
合
︑
顔
つ
き
な
ど
は
最
高

で
︑
絵
に
描
い
た
よ
う
な
美
男
子
の
有
様
で
あ
る
︒
顔
全
体
を
言
っ
て
い
る
の
で
︑
静
的

な
描
写
で
あ
ろ
う
︒

　

㉜ 

い
み
じ
う
め
で
た
う
し
つ
ら
ひ
た
る
御
帳
の
前
に
︑
短
き
几
帳
引
き
寄
せ
て
お
は
し

ま
す
︒
御
衣
の
裾
に
御
髪
の
た
ま
り
た
る
︑
御
几
帳
の
側
よ
り
見
ゆ
る
ほ
ど
︑
た
だ

絵
に
か
き
た
る
や
う
な
り
︒ 

︵﹁
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
﹂
②
五
六
頁
︶

　

頼
通
が
几
帳
か
ら
見
た
北
の
方
の
髪
姿
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
隆
姫
が
座
っ
て
い
る
の

で
︑
静
的
な
場
面
で
あ
る
︒

　

㉝ 

︙
︙
殿
ば
ら
な
ど
の
参
り
た
ま
ふ
︒
さ
る
べ
き
御
随
身
な
ど
の
︑
い
み
じ
う
つ
き
づ

き
し
き
さ
ま
し
て
︑
中
門
の
ほ
ど
に
弓
杖
つ
き
て
ゐ
た
る
ほ
ど
な
ど
︑
た
だ
絵
に
か

き
た
る
と
見
ゆ
︒ 

︵﹁
わ
か
ば
え
﹂
②
四
四
七
頁
︶

　

随
身
た
ち
の
弓
杖
を
つ
い
て
立
っ
て
い
る
様
子
は
ま
っ
た
く
絵
に
か
い
た
よ
う
な
姿
で

あ
る
︒
中
門
の
あ
た
り
で
の
警
備
の
様
子
だ
が
︑
動
作
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
の
で
静
的
な

場
面
で
あ
る
︒

　

㉞ 

︙
︙
き
た
な
げ
な
き
四
位
︑
五
位
︑
六
位
な
ど
の
︑
さ
ま
ざ
ま
取
り
つ
づ
き
も
て
ま

ゐ
る
有
様
︑
奥
つ
方
の
御
屏
風
な
ど
ま
で
︑
見
る
に
も
ま
こ
と
に
絵
に
か
き
た
る
有

様
︑
い
づ
こ
か
た
が
ひ
た
る
と
ぞ
見
る
に
︑
︙
︙ 

︵﹁
わ
か
み
づ
﹂
③
八
六
頁
︶

　

枇
杷
殿
の
臨
時
客
に
︑
人
々
が
物
を
運
ぶ
様
子
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
動
的
描
写
で
あ

る
︒

　

㉟ 

泉
の
上
の
渡
殿
に
︑
四
条
の
中
納
言
参
り
た
ま
へ
る
に
︑
出
羽
弁
対
面
し
た
る
に
︑

殿
︑
︙
︙
添
ひ
お
は
し
ま
す
︒
な
か
な
か
い
と
つ
つ
ま
し
く
︑
も
の
聞
え
た
ま
ふ
も
︑

う
ち
出
で
に
く
く
お
ぼ
え
け
り
︒
絵
に
か
き
た
る
心
地
す
︒ 

︵﹁
謌
合
﹂
③
二
四
〇
頁
︶

　

彰
子
の
高
陽
院
御
幸
の
時
︑
定
頼
が
参
上
し
︑
出
羽
弁
が
対
面
し
て
い
る
と
︑
頼
通
が

弁
の
そ
ば
に
寄
り
添
っ
た
場
面
で
あ
る
︒
頼
通
が
い
る
た
め
︑
出
羽
弁
は
定
頼
と
の
会
話

を
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
情
景
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
会
話
を
交
わ
す
場
面
な
の

で
︑
や
や
動
的
な
面
を
含
む
で
あ
ろ
う
︒

　

㊱ 

三
位
輔
親
を
ぞ
︑
こ
の
歌
の
勝
負
定
む
べ
き
人
に
て
召
し
た
る
︒
歌
の
よ
し
あ
し
は

い
か
が
定
む
ら
ん
︑
神
さ
び
て
ゐ
た
る
︑
面
持
気
色
︑
絵
に
か
き
た
る
心
地
し
て
︑

︙
︙ 

︵﹁
謌
合
﹂
③
二
四
八
頁
︶

　

高
陽
院
水
閣
歌
合
に
お
け
る
︑
判
者
の
輔
親
の
様
子
で
あ
る
︒
神
々
し
い
様
子
︑
表
情

を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒﹁
神
さ
び
て
﹂
座
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
︑静
的
な
描
写
で
あ
ろ
う
︒

　

㊲ 

玉
の
冠
し
て
胡
床
ど
も
の
上
に
居
並
み
た
る
︑
唐
絵
の
心
地
し
て
︑
︙
︙

 

︵﹁
根
あ
は
せ
﹂
③
三
四
〇
頁
︶

　

後
冷
泉
天
皇
が
即
位
の
時
に
︑
王
冠
を
か
ぶ
り
胡
座
の
上
に
座
っ
て
い
る
様
子
を
唐
絵

に
喩
え
て
い
る
︒
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

㊳ 

御
堂
の
方
を
見
れ
ば
︑
唐
絵
の
心
地
し
て
見
わ
た
さ
る
︒
庭
の
雪
は
消
え
方
に
な
り

に
け
り
︒
梢
ぞ
盛
り
と
見
ゆ
る
︒ 

︵﹁
根
あ
は
せ
﹂
③
三
四
七
頁
︶

　

こ
れ
は
章
子
内
親
王
の
女
房
が
見
た
法
成
寺
の
御
堂
及
び
雪
景
色
の
一
部
分
で
あ
る
︒

雪
が
降
っ
た
後
の
世
界
は
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

㊴ 

所
の
さ
ま
御
し
つ
ら
ひ
も
い
と
を
か
し
く
見
ゆ
︒
薄
物
の
御
几
帳
の
裏
う
ち
か
け

て
︑
わ
ざ
と
見
え
さ
せ
た
ま
は
ね
ど
︑
透
き
て
お
は
し
ま
す
ほ
ど
な
ど
︑
絵
に
か
き

た
ら
ん
心
地
し
て
を
か
し
︒ 

︵﹁
け
ぶ
り
の
後
﹂
③
四
〇
八
頁
~
四
〇
九
頁
︶

　

帝
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
内
侍
が
見
た
女
御
観
子
の
部
屋
の
様
子
で
あ
る
︒
几
帳
の
裏
が
あ

げ
ら
れ
て
︑
透
け
て
み
え
る
様
子
を
絵
に
描
い
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
︒
室
内
の
様
子
は

静
的
で
あ
る
︒

　

㊵ 

︙
︙
弘
徽
殿
︑
登
花
殿
の
細
殿
に
は
︑
萩
︑
女
郎
花
の
几
帳
︑
色
々
に
押
し
出
さ
れ

た
る
が
︑
上
の
御
局
よ
り
長
々
と
見
わ
た
さ
れ
た
る
︑
絵
に
か
き
た
る
心
地
し
て
い

と
を
か
し
︒ 

︵﹁
松
の
し
づ
え
﹂
③
四
四
〇
頁
︶

　

内
裏
が
新
た
に
竣
工
後
︑
後
宮
の
女
御
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
住
ま
い
に
入
っ
た
描
写
で

あ
る
︒
弘
徽
殿
と
登
花
殿
の
細
殿
に
︑
萩
や
女
郎
花
の
几
帳
が
立
て
ら
れ
︑
御
簾
の
下
か

ら
押
し
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
は
上
か
ら
建
物
を
見
渡
す
場
面
で
あ
り
︑
静
的
で
あ
る
︒

　

㊶ 

禄
の
唐
櫃
御
前
に
舁
き
立
て
︑
禄
賜
る
ほ
ど
な
ど
︑
絵
に
か
き
た
る
や
う
に
を
か
し

う
め
で
た
し
︒ 

︵﹁
布
引
の
滝
﹂
③
四
七
七
頁
︶

　

敦
文
親
王
の
産
養
に
︑
人
々
の
禄
を
入
れ
た
唐
櫃
を
御
前
に
担
い
で
来
て
︑
禄
を
賜
る

有
様
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
物
配
り
の
場
面
な
の
で
︑
動
的
で
あ
る
︒

●
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
七
例

　

㊷ 

明
く
る
日
︑
こ
の
関
に
御
迎
へ
の
人
々
参
り
た
り
︒
そ
の
あ
り
さ
ま
ど
も
︑
唐
国
と

い
ふ
物
語
に
絵
に
し
る
し
た
る
同
じ
こ
と
な
り
︒ 

︵
①
三
二
頁
︶



平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
絵
に
描
き
た
る
や
う
」
と
「
絵
に
描
か
ま
ほ
し
」

（57）468

　

唐
国
の
人
々
の
身
な
り
︑
格
好
は
や
は
り
﹁
唐
国
﹂
と
い
う
物
語
絵
に
描
い
て
い
る
と

同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
迎
え
に
来
る
人
々
の
参
上
す
る
さ
ま
な
の
で
︑
動
的
な
描
写
だ
と
思

わ
れ
る
︒

　

㊸ 

そ
な
た
の
つ
ま
の
御
簾
捲
き
あ
げ
て
︑
い
み
じ
う
し
や
う
ぞ
き
た
る
女
房
︑
う
る
は

し
く
髪
上
げ
︑
裙
帯
︑
領
布
な
ど
し
て
︑
い
ろ
い
ろ
団
扇
を
さ
し
隠
し
つ
つ
︑
錦
を

敷
け
る
縁
に
︑
十
余
人
ば
か
り
並
び
ゐ
た
り
︒
上
手
の
描
き
た
り
し
唐
絵
に
た
が
は

ず
︒ 

︵
①
三
九
頁
︶

　

中
納
言
が
垣
間
見
し
た
唐
国
の
女
房
の
絵
姿
で
あ
る
︒
十
人
余
り
の
並
び
な
が
ら
座
っ

て
い
る
姿
な
の
で
︑
静
的
描
写
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　

㊹ 

︙
︙
い
み
じ
う
老
い
た
る
人
の
待
つ
は
︒
な
い
が
し
ろ
な
る
烏
帽
子
し
て
︑
金
杖
つ

き
て
︑
花
を
見
上
げ
つ
つ
︑
月
の
明
か
き
を
な
が
め
て
立
て
る
さ
ま
︑
絵
に
描
け
る

や
う
に
神
さ
び
を
か
し
き
に
︑
︙
︙ 

︵
①
六
六
頁
~
六
七
頁
︶

　

中
納
言
は
山
陰
を
訪
ね
︑
偶
然
﹁
絵
に
描
け
る
や
う
﹂
な
老
翁
に
出
会
っ
た
︒
老
翁
の

月
を
眺
め
な
が
ら
︑
立
っ
て
い
る
姿
な
の
で
︑
静
的
描
写
で
あ
る
︒

　

㊺ 

朝
ぼ
ら
け
の
山
か
げ
︑
木
暗
く
霧
り
わ
た
る
に
︑
后
の
御
方
の
妻
戸
押
し
あ
け
て
︑

簪
う
る
は
し
く
︑
例
の
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
る
人
々
︑
さ
し
出
で
て
見
送
る
に
︑

立
ち
か
へ
り
や
す
ら
ひ
つ
つ
︑
︙
︙ 
︵
①
八
六
頁
~
八
七
頁
︶

　

こ
こ
は
后
の
女
房
た
ち
の
妻
戸
か
ら
の
り
出
し
て
中
納
言
を
見
送
る
場
面
で
あ
る
︒
見

送
る
側
の
人
々
の
の
り
出
し
て
い
る
姿
は
︑
静
的
と
い
い
き
れ
な
い
の
で
︑
や
や
動
的
と

い
え
る
だ
ろ
う
︒

　

㊻ 

三
四
五
の
君
︑
琴
ど
も
か
き
合
は
せ
て
︑
月
を
な
が
む
る
ほ
ど
な
り
︒
︙
︙
い
と
う

る
は
し
く
し
や
う
ぞ
き
︑
髪
上
げ
て
ゐ
た
る
︑
月
か
げ
と
も
い
づ
れ
と
も
な
く
︑
絵

に
描
き
た
る
や
う
な
り
︒ 

︵
①
一
二
〇
頁
︶

　

中
納
言
が
大
臣
家
を
訪
ね
る
時
に
︑
姫
君
た
ち
の
姿
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
姫
君
は
座

り
な
が
ら
も
︑
演
奏
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
動
作
が
伴
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
動
的
な
場
面

で
あ
る
︒

　

㊼ 

こ
の
た
び
は
︑
水
の
流
れ
も
石
の
た
た
ず
ま
ひ
も
︑
い
と
よ
う
つ
く
ろ
ひ
な
い
た
れ

ば
︑
見
ど
こ
ろ
ま
さ
り
て
︑
絵
に
描
い
た
る
や
う
な
る
に
︑
︙
︙ 

︵
③
二
七
七
頁
︶

　

㊼
で
は
吉
野
の
庭
園
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
立
石
は
静
的
だ
が
︑﹁
水
の
流
れ
﹂
は
動

的
で
あ
る
︒

　

㊽ 

君
は
帳
の
う
ち
に
︑
三
尺
の
几
帳
引
き
寄
せ
て
隠
れ
給
ヘ
る
に
︑
鈍
色
ば
か
り
に
︑

上
に
白
き
御
袿
か
さ
ね
て
︑
御
髪
の
こ
ち
た
う
︑
扇
な
ど
を
広
げ
た
ら
む
や
う
に
︑

鈍
色
の
袿
に
け
ざ
け
ざ
と
見
え
た
る
︑
絵
に
描
き
た
る
や
う
に
め
で
た
け
れ
ば
︑

︙
︙ 

︵
④
三
四
七
頁
︶

　

こ
れ
は
中
納
言
が
垣
間
見
し
た
姫
君
の
様
子
で
あ
る
︒
姫
君
の
髪
の
黒
さ
と
袿
の
鈍
色

が
非
常
に
対
照
的
に
絵
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
姫
君
の
隠
れ
て
い
る
様
子
は
静
的

な
描
写
で
あ
ろ
う
︒

●
﹃
更
級
日
記
﹄
一
例

　

㊾ 

に
し
と
み
と
い
ふ
所
の
山
︑
絵
よ
く
か
き
た
ら
む
屏
風
を
た
て
並
ベ
た
ら
む
や
う
な

り
︒
︙
︙ 

︵︹
五
︺
相
模
よ
り
駿
河
へ
︑
足
柄
山
中
に
て
遊
女
に
会
う
︑
二
八
七
頁
︶

　

上
洛
中
に
︑﹁
に
し
と
み
﹂
の
山
を
︑
絵
を
描
い
た
屏
風
を
並
べ
た
よ
う
だ
と
褒
め
て

い
る
︒
こ
こ
で
は
静
的
な
描
写
だ
と
思
わ
れ
る
︒

●
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
二
例

　

㊿ 

︙
︙
い
と
め
で
た
く
き
よ
ら
に
︑
髪
上
げ
う
る
は
し
き
︑
唐
絵
の
様
し
た
る
人
︑
琵

琶
を
持
て
来
て
︑
︙
︙ 

︵
巻
一
︑
十
七
頁
︶

　

こ
の
㊿
は
唐
風
の
髪
型
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
琵
琶
を
持
っ
て
来
て
い
る
の
で
動
的
な

描
写
で
あ
る
︒

　

� 

︙
︙
姨
捨
山
の
月
見
む
心
地
し
て
︑
月
影
に
い
と
な
ま
め
か
し
く
て
︑
岩
の
上
に
寄

り
居
た
ま
へ
る
︑
絵
に
か
き
た
ら
む
や
う
に
見
ゆ
る
も
︑
︙
︙ 

︵
巻
五
︑
五
四
〇
頁
︶

　

こ
こ
で
は
︑
右
大
臣
の
優
美
な
姿
を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
男
君
が
岩
の
上
に
寄
り
か

か
っ
て
い
る
の
で
︑
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
大
鏡
﹄
一
例

　

� 
萩
の
織
物
の
三
重
襲
の
御
唐
衣
に
︑
秋
の
野
を
縫
物
に
し
︑
絵
に
も
描
か
れ
た
る
に

や
と
ぞ
︑
目
も
と
ど
ろ
き
て
見
た
ま
へ
し
︒ ︵︻
人
︼﹁
一
︑
太
政
大
臣
道
長
﹂
三
五
八
頁
︶

　

こ
れ
は
中
宮
威
子
の
目
も
眩
む
ほ
ど
の
素
晴
ら
し
い
服
装
の
描
写
で
あ
る
︒
単
に
服
装

が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
今
鏡
﹄
一
例

　

� 

常
の
所
よ
り
も
︑
御
す
ま
ゐ
有
様
い
と
は
え
〴
〵
し
く
︑
唐
絵
な
ど
の
や
う
に
︑
山
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の
色
︑
水
の
み
ど
り
︑
木
立
︑
立
石
な
ど
︑
い
と
お
も
し
ろ
き
に
︑
︙
︙

 

︵﹁
子
日
﹂
十
三
頁
︶

　

こ
こ
で
は
︑
上
東
門
院
彰
子
の
庭
園
の
様
子
を
唐
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
庭
園
の
景
色
に

動
い
て
い
る
も
の
を
感
じ
な
い
の
で
︑
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
と
り
か
へ
ば
や
物
語
﹄
三
例

　

� 

︙
︙
御
髪
は
つ
や
つ
や
と
ま
よ
ふ
筋
な
く
ゆ
る
る
か
に
か
か
り
て
︑
丈
に
二
尺
ば
か

り
余
り
た
ま
へ
る
末
つ
き
の
白
き
御
衣
に
け
ざ
や
か
に
も
て
は
や
さ
れ
た
る
な
ど
︑

い
づ
く
と
も
な
く
絵
に
か
き
た
る
ほ
ど
な
る
を
︑
︙
︙ 

︵
①
二
〇
二
頁
︶

　

父
が
几
帳
の
中
を
覗
い
て
見
た
督
の
君
の
様
子
で
あ
る
︒
黒
い
髪
と
白
い
召
し
物
の
対

比
で
︑
ま
る
で
﹁
絵
﹂
の
よ
う
に
美
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
︒
静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

� 

︙
︙
前
に
水
蜘
蛛
手
に
流
れ
て
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
る
に
︑
︙
︙ 

︵
③
三
四
八
頁
︶

　

男
君
が
宇
治
で
女
性
を
垣
間
見
し
て
い
る
時
に
︑
遣
水
が
蜘
蛛
手
に
流
れ
て
い
る
様
子

を
絵
に
喩
え
て
い
る
︒
流
れ
て
い
る
の
で
︑
や
や
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　

� 

几
帳
に
透
き
た
る
人
も
︑
見
入
る
れ
ば
︑
紅
の
織
単
衣
に
同
じ
生
絹
の
袴
な
る
べ
し
︑

い
と
悩
ま
し
げ
に
て
な
が
め
出
で
て
臥
し
た
る
色
あ
ひ
︑
は
な
ば
な
と
光
る
や
う
に

に
ほ
ひ
て
︑
額
髪
の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
な
ど
絵
に
描
き
た
る
や
う
に
て
︑
︙
︙

 

︵
③
三
四
八
頁
~
三
四
九
頁
︶

　

�
の
男
君
の
垣
間
見
の
続
き
の
描
写
で
あ
る
︒
垣
間
見
さ
れ
た
女
君
が
絵
に
描
い
た
よ

う
に
素
晴
ら
し
い
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
︒
女
君
は
臥
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
﹁
い
と
い
た

う
う
ち
な
が
め
て
も
の
思
ひ
た
る
﹂︑
つ
ま
り
︑
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
様
子
な
の
で
︑

静
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

以
上
の
諸
例
︑
及
び
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例
数
を
合
わ
せ
て
み
る
と
︑﹁
絵
に
描
き
た

る
や
う
﹂
と
こ
れ
に
類
す
る
表
現
︑
計
五
十
三
例
の
う
ち
︑
三
十
九
例
は
静
的
な
場
面
︑

七
例
は
動
的
な
場
面
︑
そ
し
て
ほ
か
の
七
例
は
微
妙
な
用
例
で
あ
る
と
み
ら
れ
た
︒

　

ま
ず
︑
動
的
な
七
例
を
見
て
み
よ
う
︒
沢
田
﹇
一
九
八
五
﹈
で
は
︑
見
立
て
に
は
動
的

な
一
面
も
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
︒
確
か
に
絵
画
は
﹁
動
的
﹂

な
場
面
を
も
表
せ
よ
う
︒
例
え
ば
︑
⑬
の
纓
に
つ
い
て
︑
家
永
﹇
一
九
九
八
﹈
が
﹁
風
を

絵
画
に
表
現
す
る
に
は
風
に
吹
か
る
る
物
に
よ
つ
て
示
す
外
な
い
﹂
と
指
摘
し
た
通
り
︑

吹
き
上
げ
ら
れ
た
纓
に
よ
っ
て
風
を
表
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
㉞
㊶
の
物
運
ぶ
姿

に
つ
い
て
︑﹁
大
嘗
会
悠
記
主
基
詠
歌
﹂
に
﹁
会
坂
関
行
人
運
調
物
﹂
な
ど
の
調
物
運
搬

の
絵
に
関
す
る
記
録
が
見
ら
れ
る
︒
㊷
の
唐
人
図
は
現
存
最
古
の
大
和
絵
屏
風
│
│
神
護

寺
由
来
の
山
水
屏
風
に
描
か
れ
た
唐
人
の
様
子
か
ら
想
像
で
き
よ
う
︒
㉟
の
会
話
し
て
い

る
男
女
姿
も
︑
㊼
�
の
流
れ
る
水
も
︑
大
和
絵
の
素
材
と
し
て
よ
く
描
か
れ
た
も
の
だ
ろ

う
︒
要
す
る
に
︑﹁
絵
﹂
は
﹁
動
﹂
を
表
現
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
︒
た
だ
し
︑
ど
れ
ほ
ど
表
現
で
き
る
の
か
が
問
題
点
だ
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら

の
﹁
動
的
﹂
な
場
面
は
﹁
絵
﹂
に
描
け
る
と
し
て
も
︑
せ
い
ぜ
い
一
つ
の
動
作
し
か
表
現

で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
一
連
の
動
作
を
表
現
す
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
︒

　

ま
た
︑﹁
静
﹂
か
﹁
動
﹂
か
を
確
定
し
が
た
い
七
例
を
見
て
み
よ
う
︒
例
え
ば
︑﹁
髪
﹂

に
対
す
る
描
写
︑
本
文
㉓
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
内
侍
二
人
︑
㉚
﹁
栄
花
物
語
﹂
の
内
侍
二

人
︑
㊺
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
女
房
︑
㊻
の
姫
君
︑
㊿
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
の
琵
琶
を
持
つ

天
人
と
い
っ
た
︑
こ
れ
ら
の
五
例
の
人
物
は
全
て
動
い
て
は
い
る
も
の
の
︑﹁
絵
﹂
に
喩

え
ら
れ
て
い
る
の
は
﹁
髪
上
げ
う
る
は
し
﹂
い
唐
人
︵
例
え
ば
︑
正
倉
院
蔵
の
﹁
鳥
毛
立
女
屏

風
﹂︶
の
よ
う
な
髪
姿
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
︒
故
に
︑
静
的
な
描
写
だ
と
考
え
ら
れ
る
面

を
有
す
る
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
⑫
の
川
沿
い
に
お
け
る
馬
の
動
き
を
描
写
し
て
い
る
に

し
て
も
︑
作
者
が
﹁
遥
か
に
﹂
見
て
い
る
の
は
︑
馬
の
姿
よ
り
︑
静
か
な
景
色
の
方
だ
と

思
わ
れ
る
︒
⑭
も
同
じ
よ
う
に
︑
食
事
中
の
仲
忠
よ
り
︑﹁
絵
﹂
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の

は
﹁
静
か
﹂
な
楼
の
方
だ
ろ
う
︒

　

以
上
の
よ
う
に
判
断
し
て
み
た
場
合
︑
静
と
動
の
比
率
は
46
対
7
に
な
る
︒
沢
田
﹇
一

九
八
五
﹈
が
論
じ
た
通
り
に
︑
見
立
て
は
静
止
し
た
状
態
と
し
て
と
ら
え
や
す
い
傾
向
が

あ
る
︒﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
の
静
と
動
の
用
例
数
の
比
率
を
見
れ
ば
︑
そ
の
傾
向
は

認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
︒
続
い
て
は
︑﹁
絵
に
描
か
ほ
し
う
﹂
の
用
例
を
作
品
ご
と
に

見
て
み
よ
う
︒

三
　
平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
絵
に
描
か
ま
ほ
し
う
」
な
ど

　
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
う
﹂
と
こ
れ
に
類
似
す
る
表
現
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
を
含
む
八
作
品

で
二
十
例
見
ら
れ
る
︒
本
節
で
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
外
の
十
七
例
を
見
て
み
よ
う
︒



平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
絵
に
描
き
た
る
や
う
」
と
「
絵
に
描
か
ま
ほ
し
」

（59）466

●
﹃
栄
花
物
語
﹄
九
例

　

� 
今
宵
の
こ
と
絵
に
か
か
せ
て
人
に
も
見
せ
ま
ほ
し
う
あ
は
れ
な
り
︒

 

︵﹁
と
り
べ
野
﹂
①
三
三
一
頁
︶

　

こ
れ
は
定
子
葬
送
の
様
子
に
つ
い
て
の
感
想
で
あ
る
︒﹁
雪
い
み
じ
う
降
り
て
﹂︑﹁
い

み
じ
う
泣
﹂
い
て
い
る
人
々
の
様
々
な
様
子
を
説
明
し
た
後
で
︑
そ
の
有
様
こ
そ
を
絵
に

描
か
せ
て
︑
人
に
見
せ
た
い
と
感
嘆
し
て
い
る
︒
人
々
の
様
子
は
動
的
な
描
写
と
い
え
る

だ
ろ
う
︒

　

� 

宮
と
御
物
語
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
う
ち
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
ど
も
聞
ゆ
︒
若
き
人
々
お

し
こ
り
た
る
御
几
帳
の
際
な
ど
︑
絵
に
か
か
ま
ほ
し
︒ 

︵﹁
つ
ぼ
み
花
﹂
②
三
八
頁
︶

　

三
条
帝
が
中
宮
姸
子
と
話
し
な
が
ら
笑
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
ま
た
︑
若
女
房
の
几

帳
の
そ
ば
の
有
様
な
ど
を
絵
に
描
き
た
い
ほ
ど
で
あ
る
︒
人
々
の
様
子
な
の
で
︑
動
的
な

場
面
で
あ
る
︒

　

� 

御
衣
の
色
も
︑
冬
に
な
る
ま
ま
に
い
と
ど
さ
し
重
な
り
︑
色
濃
き
さ
ま
に
さ
ま
ざ
ま

お
は
し
ま
す
を
︑
こ
の
御
さ
ま
を
絵
に
か
か
ば
や
と
︑
あ
は
れ
に
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
︒

 
︵﹁
ゆ
ふ
し
で
﹂
②
一
一
三
頁
︶

　

三
条
院
崩
御
後
︑
人
々
が
着
用
し
て
い
る
喪
服
は
冬
に
な
る
と
着
重
ね
る
こ
と
に
な
っ

て
︑
色
濃
く
み
え
る
︒
絵
に
描
い
て
み
た
い
そ
の
喪
服
の
有
様
は
︑
静
的
な
場
面
だ
と
考

え
て
よ
い
か
︒

　

� 

院
は
︑
御
衣
ど
も
直
衣
な
ど
の
色
を
い
と
つ
つ
ま
し
う
か
た
は
ら
い
た
く
思
せ
ど
︑

︙
︙
け
ぢ
か
う
愛
敬
づ
き
を
か
し
う
お
は
し
ま
せ
ば
︑
今
宵
の
御
有
様
か
な
ら
ず
絵

に
か
く
べ
し
︒ 

︵﹁
ゆ
ふ
し
で
﹂
②
一
二
一
頁
︶

　

こ
れ
は
小
一
条
院
と
寛
子
の
露
顕
の
儀
式
に
︑
小
一
条
院
の
様
子
で
あ
る
︒﹁
今
宵
の

御
有
様
﹂
と
い
う
の
は
服
装
及
び
院
の
親
し
み
や
す
い
雰
囲
気
を
指
し
て
い
る
︒
動
的
な

描
写
で
あ
ろ
う
︒

　

� 

︙
︙
み
な
お
の
お
の
被
き
つ
つ
ぞ
引
き
乱
れ
て
出
で
た
ま
ふ
ほ
ど
は
︑﹁
土
に
曳
き

泥
を
踏
ん
で
︑
惜
し
む
心
無
し
﹂
と
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
見
ゆ
︒
か
く
て
乱
れ
よ
ろ

ぼ
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
︑
絵
に
か
か
ま
ほ
し
く
を
か
し
う
な
ん
︒

 

︵﹁
お
む
が
く
﹂
②
二
九
四
頁
~
二
九
五
頁
︶

　

法
成
寺
金
堂
供
養
の
宴
後
︑
酒
に
酔
い
乱
れ
た
人
々
は
も
ら
っ
た
禄
の
御
衣
を
肩
に
か

け
て
︑
引
き
ず
る
よ
う
に
し
て
退
出
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
絵
に
描
き
た
い
と
さ
れ
る
よ
っ

ぱ
ら
い
の
姿
は
動
的
で
あ
る
︒

　

� 

こ
の
た
び
は
も
ろ
と
も
に
二
宮
う
ち
つ
づ
き
て
渡
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
︑
あ
な
め
で
た

と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
︒
皆
御
裳
︑
小
袿
な
ど
奉
り
た
り
︒
御
髪
ひ
と
も
と
上
げ
さ
せ

た
ま
へ
り
︒
い
へ
ば
お
ろ
か
な
り
︒
御
有
様
ど
も
絵
に
か
か
ま
ほ
し
︒

 

︵﹁
御
裳
ぎ
﹂
②
三
三
五
頁
︶

　

こ
こ
は
禎
子
内
親
王
の
御
裳
着
の
儀
式
に
︑
彰
子
と
姸
子
揃
っ
て
渡
る
場
面
で
あ
る
︒

両
宮
の
優
美
な
服
︑
髪
の
有
様
は
絵
に
描
き
た
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
︒
渡
っ
て
い
る
の

で
︑
動
的
な
場
面
で
あ
る
︒

　

� 

一
品
宮
は
︑
短
き
御
几
帳
を
身
に
添
へ
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
︑
あ
ら
は
な
ら
ね
ど
︑
ま

た
隠
れ
な
し
︒
う
つ
く
し
う
さ
さ
や
か
に
お
は
し
ま
し
て
︑
さ
し
並
ば
せ
た
ま
へ
る
︑

絵
に
か
か
ま
ほ
し
く
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
︒ 

︵﹁
た
ま
の
か
ざ
り
﹂
③
一
〇
九
頁
︶

　

こ
れ
は
東
宮
敦
良
親
王
が
禎
子
内
親
王
の
直
廬
へ
初
め
て
訪
ね
た
場
面
で
あ
る
︒
一
品

宮
は
几
帳
を
身
に
よ
せ
︑
す
っ
か
り
見
え
な
い
が
︑
隠
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
東
宮

と
並
ん
で
い
る
様
子
は
︑
絵
に
描
い
て
み
た
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
︒
座
っ
て
い
る
の
で
︑

静
的
だ
と
考
え
て
よ
い
か
︒

　

� 

一
品
宮
の
御
服
や
つ
れ
も
い
と
あ
は
れ
に
心
苦
し
う
︑
絵
に
も
か
か
ま
ほ
し
う
お
は

し
ま
す
︒ 

︵﹁
た
ま
の
か
ざ
り
﹂
③
一
三
九
頁
︶

　

姸
子
の
亡
き
後
︑
喪
服
の
一
品
宮
は
面
や
つ
れ
し
て
い
る
︒
そ
の
不
憫
の
様
子
を
絵
に

も
描
き
た
い
ほ
ど
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
も
静
的
な
場
面
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒

　

� 

︙
︙
御
桟
敷
い
み
じ
う
め
で
た
く
て
︑
女
房
の
衣
の
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
ほ
ど
︑
絵
に

か
か
ま
ほ
し
︒
ま
こ
と
に
目
も
あ
や
な
り
︒ 

︵﹁
紫
野
﹂
③
五
二
八
頁
︶

　

春
日
祭
に
︑
立
派
な
桟
敷
と
女
房
の
衣
裳
の
こ
ぼ
れ
出
て
い
る
有
様
が
絵
に
か
き
た
い

ほ
ど
だ
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
も
静
的
な
描
写
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

●
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
二
例

　

� 
糸
を
縒
り
か
け
て
︑
末
を
押
し
切
り
て
結
び
付
け
た
ら
む
や
う
に
︑
な
よ
な
よ
と
か

か
り
た
る
ほ
ど
な
ど
︑
絵
に
か
か
ま
ほ
し
き
を
︑
知
ら
ぬ
人
と
見
む
だ
に
︑
︙
︙

 

︵
巻
四
︑
三
七
六
頁
︶

　

寝
覚
の
上
が
見
た
石
山
の
姫
君
の
様
子
で
あ
る
︒
特
に
︑
髪
の
な
よ
な
よ
と
垂
れ
か
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か
っ
て
い
る
有
様
な
ど
を
絵
に
描
き
た
い
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
姫
君
は
﹁
お
ど
ろ
﹂
い
て

か
ら
︑
の
ち
に
﹁
上
の
御
陰
に
居
隠
れ
﹂
た
と
い
う
一
連
の
姿
勢
の
変
化
が
見
ら
れ
︑
さ

ら
に
︑
髪
が
﹁
な
よ
な
よ
﹂
し
て
い
る
の
で
︑
や
や
動
的
な
場
面
だ
と
考
え
て
も
良
い
か
︒

　

� 

若
君
は
︑
︙
︙
花
の
中
に
下
り
て
︑
童
べ
と
交
じ
り
て
歩
き
た
ま
ふ
は
︑
︙
︙
小
姫

君
︑
︙
︙
︙
︙
我
し
も
ま
し
て
む
つ
れ
遊
び
た
ま
ふ
も
︑
限
り
な
く
ら
う
た
く
︑

︙
︙
さ
ま
ざ
ま
う
ち
見
渡
さ
れ
て
︑
絵
に
か
か
ま
ほ
し
く
︑
う
つ
く
し
き
御
様
ど
も

に
て
並
び
居
た
ま
へ
る
も
︑
︙
︙ 

︵
巻
四
︑
四
八
三
頁
~
四
八
四
頁
︶

　

中
略
の
部
分
は
主
に
服
装
の
描
写
で
あ
る
︒
寝
覚
の
上
は
三
人
の
子
供
が
遊
ん
で
い
る

姿
を
絵
に
描
き
留
め
た
い
と
い
う
心
情
を
抱
く
︒
若
君
の
﹁
花
の
中
に
下
り
て
︑
童
べ
と

交
じ
り
て
歩
﹂
い
て
い
る
姿
︑
小
姫
君
の
﹁
我
し
も
ま
し
て
む
つ
れ
遊
﹂
ん
で
い
る
振
舞

い
な
ど
︑
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
狭
衣
物
語
﹄
三
例

　

� 

︙
︙
東
面
の
中
の
柱
に
寄
り
ゐ
さ
せ
た
ま
へ
る
︑
御
様
体
︑
頭
つ
き
︑
御
髪
の
か
か

り
な
ど
の
︑
絵
に
も
な
ほ
少
し
は
描
き
似
せ
て
、
人
に
見
せ
ま
ほ
し
き
御
さ
ま
な
る
︒

 

︵
③
一
五
二
頁
︶

　

源
氏
の
宮
の
有
栖
川
を
眺
め
な
が
ら
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
姿
を
絵
に
描
い
て
︑
狭

衣
の
君
に
見
せ
た
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
静
的
な
描
写
で
あ
ろ

う
︒

　

� 

︙
︙
袖
を
顔
に
押
し
あ
て
て
泣
き
た
ま
ふ
︒
い
と
ど
黒
き
御
衣
に
︑
い
と
ど
も
て
は

や
さ
れ
た
ま
ひ
て
︑
御
頭
つ
き
︑
髪
の
か
か
り
な
ど
も
︑
絵
に
描
き
と
り
て
人
に
見

せ
ま
ほ
し
か
り
け
り
︒ 

︵
④
二
九
五
頁
︶

　

宰
相
中
将
の
妹
姫
が
母
君
を
失
い
︑
泣
い
て
い
る
時
に
︑
彼
女
の
頭
つ
き
︑
髪
の
か
か

り
具
合
な
ど
を
絵
に
描
き
た
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
泣
い
て
い
る
の
で
︑
や
や
動
的
な
描
写

と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

� 

︙
︙
峰
の
嵐
︑
あ
ら
あ
ら
し
う
︑
時
々
吹
き
渡
し
て
︑
散
り
紛
ひ
た
る
な
ど
︑
絵
に

描
か
ま
ほ
し
う
を
か
し
き
を
︑
︙
︙ 

︵
④
三
七
六
頁
︶

　

狭
衣
帝
の
御
幸
の
時
に
︑
嵐
で
紅
葉
の
散
り
混
じ
っ
て
い
る
様
子
を
絵
に
描
き
た
い
と

語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
か
な
り
の
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
讃
岐
典
侍
日
記
﹄
一
例

　

� 

︙
︙
も
ろ
と
も
に
御
覧
ぜ
し
有
様
な
ど
︑
絵
か
く
身
な
ら
ま
し
か
ば
、
つ
ゆ
た
が
へ

ず
か
き
て
人
に
も
見
せ
ま
ほ
し
か
り
し
か
ど
︑
︙
今
も
か
き
く
ら
し
降
る
さ
ま
︑
こ

ち
た
げ
な
り
︒ 

︵
下
︑
四
六
四
頁
~
四
六
五
頁
︶

　

作
者
の
思
い
出
に
堀
河
帝
と
一
緒
に
雪
を
見
る
情
景
を
︑
も
し
自
分
が
絵
を
描
く
身
に

な
れ
ば
︑
絵
に
描
い
て
人
に
見
せ
た
い
心
情
で
あ
る
︒
こ
の
二
人
の
様
子
だ
け
で
は
な
く

て
︑
目
の
前
の
景
物
﹁
竹
の
台
︑
火
た
き
屋
﹂︵
中
略
の
部
分
に
あ
る
︶
な
ど
も
︑
さ
ら
に

今
も
降
る
雪
も
絵
に
収
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒
故
に
︑
全
体
的
に
は
動
的
で
あ
ろ
う
︒

●
﹃
大
鏡
﹄
一
例

　

� 

︙
︙
し
た
り
顔
に
笑
ふ
顔
つ
き
︑
絵
に
か
か
ま
ほ
し
く
見
ゆ
︒

 

︵︻
天
︼︵
六
十
八
代　

後
一
条
院　

敦
成
︶
五
八
頁
︶

　

世
次
が
自
分
の
こ
と
を
﹁
古
体
の
鏡
﹂
と
自
賛
し
た
後
で
︑
そ
の
得
意
そ
う
な
笑
顔
を

見
せ
て
い
る
の
を
絵
に
描
き
た
い
と
語
ら
れ
る
︒
笑
っ
て
い
る
﹁
顔
つ
き
﹂
な
の
で
︑
や

や
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒

●
﹃
今
鏡
﹄
一
例

　

� 

︙
︙
新
院
御
直
衣
に
紅
の
打
ち
た
る
御
衣
い
だ
さ
せ
給
て
︑
御
馬
に
奉
り
け
る
こ

そ
︑
い
と
め
づ
ら
し
く
︑
絵
に
も
か
ゝ
ま
ほ
し
く
侍
り
け
れ
︒

 

︵﹁
す
べ
ら
ぎ
の
中　

第
二
﹂
五
六
頁
︶

　

御
幸
の
時
に
︑
新
院
︵
鳥
羽
院
︶
の
乗
馬
姿
を
絵
に
描
き
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
乗

馬
し
て
い
る
の
で
︑
当
然
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
︑
ま
ず
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
の
用
例
が
最
も
多
い
﹃
栄
花
物
語
﹄

︵
九
例
︶
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
︒﹃
栄
花
物
語
﹄
の
﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
の
十
五
例

に
関
し
て
は
︑
正
編
︵
三
十
巻
︶
と
続
編
︵
十
巻
︶
は
ほ
ぼ
同
じ
数
で
︑
8
対
7
に
な
る
︒

一
方
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
は
8
対
1
に
な
る
︒
要
す
る
に
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
と

い
う
新
た
な
表
現
は
紫
式
部
の
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
三
例
︶
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
以
来
︑
同

じ
文
化
圏
に
属
し
た
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
作
者
︵
赤
染
衛
門
た
ち
か
︶
に
よ
っ
て
︑
積
極
的
に

活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
絵

に
描
き
た
る
や
う
﹂
は
巻
七
﹁
か
か
や
く
藤
壺
﹂
の
彰
子
入
内
の
場
面
か
ら
︑﹁
絵
に
描
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か
ま
ほ
し
﹂
は
巻
八
﹁
と
り
べ
野
﹂
の
定
子
葬
送
の
場
面
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

両
者
と
も
儀
式
に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
よ
う
︒

　

あ
ら
た
め
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
絵
﹂
に
描
き
た
い
と
さ
れ
る
対
象
を
見
て

み
る
と
︑
⑨
の
侍
童
︑
⑩
の
光
源
氏
と
紫
の
上
︑
⑪
の
浮
舟
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
私
的
な

場
面
で
あ
る
︒
一
方
︑
歴
史
記
述
の
性
格
を
有
す
る
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
�
の

葬
式
︑
�
の
露
顕
︑
�
の
法
成
寺
金
堂
供
養
︑
�
の
裳
着
︑
�
の
春
日
祭
の
五
例
は
行
事
・

人
事
の
儀
式
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
以
来
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
は
﹁
公
的
﹂

な
儀
式
に
使
用
さ
れ
︑
ま
た
︑
�
の
﹃
今
鏡
﹄
で
は
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
︒

　

さ
ら
に
︑
絵
の
内
容
か
ら
見
る
と
︑
当
時
実
際
に
描
か
れ
た
絵
画
の
内
容
は
家
永
﹇
一

九
九
八
﹈
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
景
物
画
に
し
て
も
風
俗
画
に
し
て
も
︑
特

に
屏
風
絵
は
基
本
的
に
︑
め
で
た
い
時
に
制
作
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
に
お

け
る
�
定
子
の
葬
送
︑
�
�
の
喪
服
姿
︑
こ
れ
ら
の
死
に
関
わ
る
主
題
は
恐
ら
く
当
時
に

お
い
て
絵
に
は
描
か
な
い
も
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
せ
い
か
︑
�
�
は
﹁
静
的
﹂
な
場
面
で
は

あ
る
が
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
�
の
﹃
狭
衣
物
語
﹄

も
喪
服
の
姫
君
の
泣
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒

　

最
後
に
︑﹁
静
﹂
と
﹁
動
﹂
の
使
い
分
け
の
視
座
か
ら
見
て
み
よ
う
︒﹁
絵
に
描
か
ま
ほ

し
﹂
の
用
例
は
二
十
例
あ
り
︑
そ
の
う
ち
五
例
は
静
的
な
場
面
だ
と
考
え
ら
れ
た
︒
特
に

﹃
栄
花
物
語
﹄
で
は
︑﹁
静
﹂
と
﹁
動
﹂
は
5
対
4
な
の
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
︒
一
方
︑﹃
栄
花
物
語
﹄
を
除
け
ば
︑
用
例
数
は
少
な
め
な
が
ら
︑
全
体
的

に
﹁
動
的
﹂
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

そ
も
そ
も
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
は
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
ど
の
よ
う
に
差
異

化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
一
つ
は
﹁
絵
﹂
に
描
き
た
く
て
も
描
け
な
い
場
合
に
︑﹁
絵

に
描
か
ま
ほ
し
﹂
と
い
う
表
現
に
な
る
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒
例
え
ば
︑
以
下
の
㈠
~
㈢
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
さ
ら
に
二
つ
め
と
し
て
︑
㈣
の
よ
う
に
新
た
な
要
請
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
︒

　

㈠　

動
的
な
動
作
︑
特
に
時
間
の
連
続
性
が
描
け
な
い
︒
⑨
�
の
侍
童
︑
子
供
の
遊
ぶ

動
作
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
︒
第
二
節
に
も
述
べ
た
通
り
︑﹁
絵
﹂
は
﹁
動
﹂

を
ま
っ
た
く
表
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
一
連
の
動
作
を
表
現
す
る
の
は
至
難
だ
ろ

う
︒
な
お
︑
異
時
同
図
法
は
早
く
奈
良
時
代
の
仏
壇
画
の
捨
身
飼
虎
図
︵
法
隆
寺
蔵
の
玉
虫

厨
子
︶
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
絵
巻
物
な
ど
に
普
及
す
る
の
は
︑
平
安
後
期
の
﹃
伴
大

納
言
絵
巻
﹄﹃
信
貴
山
縁
起
絵
巻
﹄
前
後
で
あ
る
︒

　

㈡　

当
時
︑﹁
絵
﹂
と
し
て
あ
ま
り
描
か
な
い
対
象
︒
例
え
ば
︑
前
述
し
た
﹃
栄
花
物
語
﹄

に
見
え
る
葬
式
︑
喪
服
な
ど
の
死
に
関
わ
る
場
面
で
あ
る
︒
な
お
︑
国
宝
﹃
聖
徳
太
子
絵

伝
﹄
に
は
確
か
に
太
子
の
薨
去
と
葬
送
の
場
面
が
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
釈
迦
仏
画
及
び
太

子
信
仰
の
影
響
が
見
ら
れ
る
︒世
俗
画
や
風
俗
画
一
般
と
は
一
線
を
画
す
と
考
え
て
い
る
︒

　

㈢　

音
︑﹁
あ
は
ひ
﹂
な
ど
︑﹁
絵
﹂
で
表
現
し
に
く
い
も
の
︒
風
は
表
現
で
き
る
が
︑

⑪
の
読
経
の
声
︑
�
の
帝
な
ど
の
笑
い
声
︑
⑩
の
光
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
は
絵
と
し
て

は
表
現
し
に
く
い
だ
ろ
う
︒

　

㈣　

新
た
な
絵
へ
の
要
請
︒
�
�
�
に
語
ら
れ
る
美
し
い
姫
君
︑
女
房
な
ど
に
つ
い
て

は
︑
語
り
手
に
と
っ
て
︑
似
た
よ
う
な
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
想
像

以
上
に
素
晴
ら
し
く
ま
た
珍
し
い
が
故
に
新
し
い
﹁
絵
﹂
と
し
て
描
き
た
い
と
い
う
叙
述

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

　

要
す
る
に
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
は
読
者
に
以
前
見
た
絵
を
喚
起
さ
せ
︑
共
感
を

呼
び
起
こ
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
絵

に
描
か
ま
ほ
し
﹂
は
こ
の
よ
う
な
絵
は
今
ま
で
な
か
っ
た
︑
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
︑﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
と
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
な
ど
と
い
う
︑
絵
に

見
立
て
る
こ
と
に
関
係
す
る
表
現
全
般
を
対
象
に
︑
ま
ず
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
そ
の

使
い
分
け
を
分
析
し
︑
個
々
の
例
に
お
い
て
﹁
静
﹂
と
﹁
動
﹂
の
い
ず
れ
の
傾
向
が
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
た
︒
さ
ら
に
︑
平
安
朝
仮
名
文
学
ま
で
視
野
を
広
め
︑
そ
の

使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
て
き
た
︒
用
例
を
表
1
﹁
平
安
仮
名
文
学
作

品
の
絵
に
見
立
て
る
表
現
の
分
類
﹂
に
ま
と
め
て
い
る
︒

　

当
然
︑
微
妙
な
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
絵
に
描
き
た
る
や

う
﹂
で
は
五
十
三
例
の
う
ち
﹁
静
的
﹂
を
表
す
の
が
四
十
六
例
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂

で
は
二
十
例
の
う
ち
﹁
動
的
﹂
を
表
す
の
が
十
五
例
と
い
う
結
果
に
た
ど
り
着
い
た
︒
全



W
A

SED
A

 R
ILA

S JO
U

R
N

A
L N

O
. 10

（62）463

体
的
に
﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
は
﹁
静
的
な
場
面
﹂
を
表
し
︑
対
照
的
に
﹁
絵
に
描
か

ま
ほ
し
﹂
は
﹁
動
的
な
場
面
﹂
を
表
現
す
る
と
言
え
よ
う
︒

　

次
い
で
︑
各
作
品
の
用
例
数
の
多
寡
か
ら
考
え
て
み
よ
う
︒
例
え
ば
︑
同
じ
長
編
物
語

に
し
て
も
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
多
く
見
え
る
が
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
一
例
し
か
な
い
︒

﹃
栄
花
物
語
﹄
に
は
二
十
四
例
あ
る
の
に
︑
同
じ
く
歴
史
物
語
で
あ
る
﹃
大
鏡
﹄
に
は
二

例
し
か
見
え
な
い
︒
こ
う
し
た
顕
著
な
違
い
の
要
因
と
し
て
︑
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
︒

　

㈠　

作
者
の
﹁
絵
﹂
に
対
す
る
関
心
の
度
合
い
︒
表
2
に
示
し
た
通
り
に
︑
作
品
の
長

さ
は
と
も
か
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
に
対
す
る
関
心
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
︒
当
然
こ
う

し
た
表
現
の
多
寡
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ

う
︒
ま
た
︑
記
録
性
が
あ
る
日
記
・
歴
史
物
語
で

は
︑
行
事
・
人
事
の
儀
式
に
中
宮
や
女
房
︑
貴
公

子
達
の
姿
な
ど
に
注
目
し
︑﹁
絵
﹂
に
見
立
て
る

傾
向
が
あ
る
︒﹃
紫
式
部
日
記
﹄﹃
栄
花
物
語
﹄
で

は
確
か
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑

﹃
大
鏡
﹄
で
は
︑
女
房
︑
貴
公
子
達
の
姿
よ
り
︑

行
事
に
お
け
る
出
来
事
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
︒

こ
れ
は
︑﹃
大
鏡
﹄
の
作
者
が
男
性
か
も
し
れ
な

い
こ
と
︑
も
し
く
は
長
々
と
語
る
語
り
手
の
大
宅

世
継
た
ち
が
男
性
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
ろ
う
︒

　

㈡　

絵
の
役
割
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
お
い
て

は
︑﹁
絵
﹂
は
重
要
な
役
割
を
し
て
い
な
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
唯
一
の
絵
を
見
る

場
面
で
は
︑
仲
忠
が
犬
宮
に
﹁
面
白
き
絵
な
ど
取

り
て
見
せ
﹂
た
が
︑
犬
宮
は
﹁
殊
に
︑
例
の
や
う

に
も
見
給
は
で
︑
心
に
染し

み
て
琴き

ん

を
弾
き
給
ふ
﹂

︵﹁
楼
の
上　

下
﹂
八
九
一
頁
︶︒
つ
ま
り
︑
絵
よ
り
琴

の
ほ
う
が
︑
心
の
慰
め
に
な
っ
て
い
る
︒
対
照
的

に
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
絵
﹂
は
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
作
者
は
前
代
未
聞
の
﹁
絵
合
﹂
と
い
う
宮
廷
行
事

を
設
定
し
た
︒
こ
の
﹁
絵
合
﹂
で
︑
光
源
氏
は
権
中
納
言
と
の
争
い
に
勝
利
し
︑
権
力
・

栄
華
の
頂
上
へ
と
近
づ
く
契
機
と
し
た
︒

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑﹁
絵
﹂
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
と
い
う
の
は
︑
絵
の
﹁
静
止
画
﹂

と
し
て
の
性
質
と
密
着
し
た
﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
﹂
か
ら
出
発
し
つ
つ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

以
降
︑
従
来
の
絵
を
超
え
る
よ
う
な
性
質
を
も
つ
様
子
︑
場
面
な
ど
を
対
象
と
し
て
︑﹁
絵

に
描
か
ま
ほ
し
﹂
が
表
現
と
し
て
開
拓
さ
れ
た
よ
う
だ
︒
そ
し
て
︑
特
に
留
意
す
べ
き
は

﹃
栄
花
物
語
﹄
が
﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
を
九
例
も
用
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ

表 1：平安仮名文学作品の絵に見立てる表現の分類

絵に描かまほし 絵に描きたるやう
総数

動的 静的 動的 静的

1 1 2 蜻蛉日記

1 1 うつほ物語

6 6 枕草子

3 8 11 源氏物語

6 6 紫式部日記

5 4 3 12 24 栄花物語

2 5 7 浜松中納言物語

1 1 更級日記

2 2 4 夜の寝覚

2 1 3 狭衣物語

1 1 讃岐典侍日記

1 1 2 大鏡

1 1 2 今鏡

1 2 3 とりかへばや物語

15 5 7 46 73 静（51）、動（22）

表 2：絵の用例数

儀式 絵に見立てる表現
絵

絵（蒔絵・絵師・絵所以外） 総数

0 1 13 32 うつほ物語

1 11 82 89 源氏物語

4 6 7 7 紫式部日記

18 24 79 100 栄花物語

1 2 7 10 大鏡



平
安
仮
名
文
学
に
お
け
る
「
絵
に
描
き
た
る
や
う
」
と
「
絵
に
描
か
ま
ほ
し
」

（63）462

の
﹃
栄
花
物
語
﹄
で
は
公
的
な
儀
式
︑
死
と
関
わ
る
場
面
を
構
成
す
る
た
め
に
活
か
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
平
安
後
期
物
語
で
も
︑
用
例
が
わ
ず
か
だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
用
法
は
継
承

さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
︒

　

さ
ら
に
︑﹁
絵
に
描
か
ま
ほ
し
﹂
と
い
う
表
現
の
使
用
は
︑
中
国
に
お
け
る
﹁
堪
画
﹂﹁
入

画
﹂
と
い
っ
た
表
現
︑
ま
た
白
居
易
と
の
関
連
性
が
見
ら
れ
る
と
予
想
す
る
︒
こ
れ
ら
に

関
し
て
は
︑
別
稿
に
譲
り
た
い
︒

＊
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
引
用
は
室
城
秀
之
校
注
﹃
う
つ
ほ
物
語　

全 

改
訂
版
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇

一
年
︶
に
よ
る
︒﹃
久
安
百
首
全
釈
﹄
の
引
用
は
木
船
重
昭
の
﹃
久
安
百
首
全
釈
﹄︵
笠
間
書
院
︑
一

九
九
七
年
︶
に
よ
る
︒
こ
れ
ら
以
外
の
本
文
の
引
用
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
に
よ
り
︑
巻

名
・
巻
数
・
頁
数
を
示
し
た
︒﹁
絵
﹂
に
関
す
る
用
例
の
確
認
は
以
下
の
索
引
類
を
参
考
に
し
た
︒﹃
源

氏
物
語
大
成　

索
引
篇
﹄
池
田
亀
鑑
︵
編
︶︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
五
六
年
︶︑﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
総

索
引　

索
引
篇
﹄
佐
伯
梅
友
・
伊
牟
田
経
久
︵
編
︶︵
風
間
書
房
︑
一
九
八
一
年
︶︑﹃
宇
津
保
物
語

本
文
と
索
引　

索
引
篇
﹄
宇
津
保
物
語
研
究
会
︵
笠
間
書
院
︑
一
九
七
五
年
︶︑﹃
枕
草
子
:
本
文
及

び
総
索
引
﹄
榊
原
邦
彦
︵
編
︶︵
和
泉
書
院
︑
一
九
九
四
年
︶︑﹃
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
自
立
語
索

引
篇
﹄
高
知
大
学
人
文
学
部
国
語
史
研
究
会
編
︵
武
蔵
野
書
院
︑
一
九
八
五
年
︶︑﹃
平
安
日
記
文
学

総
合
語
彙
索
引
:
土
佐
日
記
・
蜻
蛉
日
記
・
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
﹄
西
端
幸

雄
・
木
村
雅
則
・
志
甫
由
紀
恵
︵
共
編
︶︵
勉
誠
社
︑
一
九
九
六
年
︶︑﹃
浜
松
中
納
言
物
語　

総
索
引
﹄

池
田
利
夫
編
︵
武
蔵
野
書
院
︑
一
九
六
四
年
︶︑﹃
狭
衣
物
語
語
彙
索
引
﹄
塚
原
鉄
雄
・
秋
本
守
英
・

神
尾
暢
子
︵
共
編
︶︵
笠
間
書
院
︑
一
九
七
五
年
︶︑﹃
讃
岐
典
侍
日
記
:
本
文
と
索
引
﹄
鎌
田
廣
夫
・

相
澤
鏡
子
︵
編
︶︵
お
う
ふ
う
︑
一
九
九
八
年
︶︑﹃
夜
の
寝
覚
総
索
引
﹄
阪
倉
篤
義
・
高
村
元
継
・

志
水
富
夫
︵
共
編
︶︵
明
治
書
院
︑
一
九
七
四
年
︶︑﹃
大
鏡
新
考　

総
論
・
索
引
編
﹄
保
坂
弘
司
︵
学

燈
社
︑
一
九
七
四
年
︶︑﹃
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
﹄
榊
原
邦
彦
・
藤
掛
和
美
・
塚
原
清
︵
編
︶︵
笠

間
書
院
︑
一
九
八
四
年
︶︑﹃
と
り
か
へ
ば
や
物
語
総
索
引
﹄
鈴
木
弘
道
︵
編
︶︵
笠
間
書
院
︑
一
九

七
七
年
︶

注︵1
︶　

こ
う
し
た
表
現
は
概
ね
﹁
絵
﹂
の
限
界
を
示
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
初
音
﹂
で
は
︑
男
踏
歌

の
一
行
が
六
条
院
に
来
た
時
に
︑﹁
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
に
︑
雪
や
や
散
り
て
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
︑

竹
河
う
た
ひ
て
か
よ
れ
る
姿
︑
な
つ
か
し
き
声
々
の
︑
絵
に
も
描
き
と
ど
め
が
た
か
ら
ん
こ
そ
口

惜
し
け
れ
﹂︵
③
一
五
九
頁
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
雪
景
色
も
貴
公
子
の
歌
う
姿
も
絵
に
描
き
残
す

こ
と
が
難
し
い
か
ら
︑
残
念
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
九
例
の
う
ち
︑
三
例
は
静
的
で
︑

六
例
は
動
的
な
描
写
で
あ
る
︒
動
的
な
も
の
の
描
き
に
く
さ
を
示
す
傾
向
が
あ
ろ
う
︒

︵
2
︶　
﹁
絵
に
描
き
た
る
や
う
に
﹂
に
関
し
て
は
︑
西
行
の
没
後
︵
一
一
九
〇
年
以
降
︶
に
友
人
が
ま

と
め
た
﹁
残
集
﹂
の
詞
書
に
一
例
見
ら
れ
る
︒

︵
3
︶　

次
の
二
首
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
　

・
我
が
妻
も　

絵
に
描
き
取
ら
む　

暇い
つ
まも

が　

旅
行
く
我あ
れ

は　

見
つ
つ
偲
は
む

 

︵
万
葉
集
・
巻
第
二
十
・
四
三
二
七
︶

　
　

・
消
え
ぬ
間
に　

絵
に
か
き
と
む
る　

人
も
が
な　

雪
ふ
る
さ
と
の　

今
朝
の
け
し
き
を

 

︵
久
安
百
集
・
巻
六
・
冬
歌
・
七
九
八
・
小
大
進
︶

　
　

な
お
︑﹁
絵
﹂
に
描
い
て
お
き
た
い
と
い
う
﹁
我
が
妻
﹂
も
﹁
雪
景
色
﹂
も
︑
静
的
か
動
的
か
と

い
う
点
は
明
確
と
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

引
用
文
献

伊
井
春
樹
﹇
二
〇
〇
一
﹈﹁
王
朝
人
の
生
活
の
中
の
絵
画
﹂
久
下
裕
利
︵
編
︶﹃
源
氏
物
語
絵
巻
と
そ
の

周
辺
﹄
新
典
社

家
永
三
郎
﹇
一
九
九
八
﹈﹁
倭
絵
景
物
画
の
流
行
﹂﹃
上
代
倭
絵
全
史　

改
訂
重
版
﹄
名
著
刊
行
会

上
野
辰
義
﹇
二
〇
〇
二
﹈﹁
絵
画
と
書
│
│
そ
の
複
合
性
と
記
録
性
﹂
増
田
繁
夫
・
鈴
木
日
出
男
・
伊

井
春
樹
︵
編
︶﹃
源
氏
物
語
研
究
集
成 

第
十
一
巻 

源
氏
物
語
の
行
事
と
風
俗
﹄
風
間
書
房

片
野
達
郎
﹇
一
九
九
二
﹈﹁
源
氏
物
語
の
絵
画
﹂
今
井
卓
爾
﹇
ほ
か
﹈︵
編
︶﹃
源
氏
物
語
講
座
7 

美
の

世
界
・
雅
の
継
承
﹄
勉
誠
社

沢
田
正
子
﹇
一
九
八
五
﹈﹁
枕
草
子
の
見
立
て
と
美
意
識
﹂﹃
枕
草
子
の
美
意
識
﹄
笠
間
書
院

モ
ス
ト
ウ
・
ジ
ョ
シ
ュ
ア
﹇
一
九
九
七
﹈﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
絵
﹂﹂﹃
源
氏
研
究
2
﹄
翰
林
書
房
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‘We ni kakitaru yau’ and ‘We ni kakamahoshi’ in Heian Kana Literature

Zhuojing YANG

　This paper first analyses the usage of the expressions like ‘we ni kakitaru yau’ (like a painting) and ‘we ni kaka-
mahoshi’ (the writer or the character desire to have the scene captured in a painting) in The Tale of Genji, and 
examines whether there is a tendency towards ‘stillness’ or ‘movement’ in individual instances. Furthermore, it 
broadens the perspective to the Heian period kana literature and analyses whether there is a distinction between 
these two uses. Even there are several subtle examples, but overall, it can be said that ‘we ni kakitaru yau’ 
expresses a ‘static scene’, while ‘we ni kakamahoshi’ expresses a ‘dynamic scene’.
　In addition, it seems that expressions likened to ‘paintings’ started from ‘we ni kakitaru yau’, which is closely 
connected to the idea of ‘still paintings’. However, since The Tale of Genji, ‘we ni kakamahoshi’ has been devel-
oped as an expression for scenes that have a nature that exceeds that of conventional paintings. It should be noted 
that the Eika Monogatari uses nine examples. In the Eika Monogatari, the expression is used to compose public 
ceremonies and death-related scenes. Such usage also appears to have been inherited in the later Heian period 
tales.

Abstract


