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『
今
物
語
』

-
　
(
今
)
の
位
相
　
-

竹
村
信
治

周
知
の
と
お
り
、
『
今
物
語
』
は
序
政
を
も
た
な
い
雑
纂
の
説
話
集
、

つ
ま
り
フ
レ
ー
ム
を
明
瞭
な
形
で
も
た
な
い
作
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
明
示
的
な
情
報
に
基
づ
い
て
作
品
世
界
や
世
界
観
を
探
る
こ
と
が
む

つ
か
し
い
。
も
っ
と
も
、
当
初
か
ら
の
命
名
で
あ
る
ら
し
い
題
名
に
含

ま
れ
る
(
今
)
の
語
は
、
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

『
今
物
語
』
の
(
今
)
と
は
何
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
位
相
に
あ
る

(
今
)
か
。
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。

*

『
今
物
語
』
の
(
今
)
を
問
お
う
と
す
る
時
、
収
載
話
題
の
時
間
は
ま

ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
の
一
つ
だ
ろ
う
。
通
説
に
し
た
が
っ
て
編

著
者
を
藤
原
信
実
と
す
れ
ば
、
そ
の
生
存
は
治
承
元
年
(
一
一
七
七
)

か
ら
文
永
二
年
(
一
二
六
五
)
一
二
月
一
五
日
の
間
。
収
載
話
題
の
時

間
が
こ
の
範
囲
内
に
収
ま
る
な
ら
ば
、
題
名
の
(
今
)
は
編
述
主
体
の

生
存
期
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
の
時
間

は
こ
の
範
囲
内
に
お
さ
ま
ら
な
い
。
明
示
さ
れ
て
い
る
時
間
の
最
下
限

は
延
応
元
年
(
一
二
三
九
)
正
月
一
九
日
暁
(
3
1
)
で
信
実
の
生
存
期
に

収
ま
る
が
、
最
上
限
は
藤
原
教
通
と
小
式
部
内
侍
を
め
ぐ
る
一
件
(
空

で
一
一
世
紀
も
前
半
期
に
遡
る
。
も
し
嗣
著
者
が
信
実
で
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
こ
の
時
間
の
長
さ
を
生
き
る
実
体
的
な
編
著
者
は
考
え
に
く

く
、
し
た
が
っ
て
、
題
名
の
(
今
)
は
編
述
主
体
の
生
存
期
に
対
応
し

た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
『
今
物
語
』
の
(
今
)
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
こ

の
よ
う
な
二
百
年
余
り
の
時
間
を
抱
え
込
む
作
品
世
界
を
(
今
)
と
名



付
け
る
と
こ
ろ
に
ま
ず
は
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め

に
収
載
話
題
の
時
間
分
布
を
み
る
と
、
気
付
か
れ
る
こ
と
が
三
つ
あ

る
。
第
一
は
、
全
五
十
三
話
が
お
よ
そ
三
期
に
分
か
た
れ
、
第
二
期
に

あ
た
る
一
二
世
紀
中
後
半
期
の
話
題
が
最
も
多
い
こ
と
。
年
代
不
明
話

十
三
請
を
除
く
四
十
話
中
約
二
十
話
あ
る
。
こ
の
期
は
信
実
の
父
隆
信

(
一
一
四
二
1
二
一
〇
五
)
の
生
存
期
に
あ
た
る
。
隆
信
の
交
遊
範
囲
を
考

慮
し
て
も
う
十
年
ほ
ど
遡
ら
せ
れ
ば
、
『
今
物
語
』
話
題
年
代
分
布
の

第
二
期
は
こ
れ
と
ち
ょ
う
ど
重
な
り
合
う
。
知
ら
れ
る
と
お
り
『
今
物

語
』
に
は
隆
信
が
「
あ
る
歌
詠
」
と
し
て
登
場
し
(
翌
、
第
1
9
話
の

「
左
馬
権
頭
」
も
彼
の
事
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば

父
の
時
代
の
話
題
を
多
く
収
め
て
『
今
物
語
』
と
名
の
る
点
、
注
意
し

て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

時
間
分
布
の
教
え
る
第
二
点
は
、
類
想
話
題
が
連
接
す
る
場
合
に
第

二
期
と
第
三
期
が
対
照
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
点
。
い
わ
ゆ
る
歌
徳
説
話

と
し
て
排
さ
れ
た
第
1
0
・
1
1
話
が
そ
れ
で
、
当
代
を
末
代
と
捉
ら
え
た

上
で
(
古
)
と
(
今
)
の
連
続
が
語
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
第
4
6
話
で

は
承
久
の
乱
後
の
「
世
中
の
う
つ
り
」
が
話
題
に
さ
れ
、
(
古
)
.
と

(
今
)
の
断
絶
が
語
ら
れ
も
し
て
い
る
(
後
述
)
。

時
間
分
布
の
教
え
る
第
三
点
は
、
第
二
点
と
あ
わ
せ
て
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
が
、
第
一
期
と
第
二
期
と
の
話
題
の
連
接
が

見
ら
れ
る
点
。
第
4
1
話
は
著
名
な
『
後
拾
遺
集
』
撰
集
時
の
通
俊
と
兼

方
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
一
件
、
続
く
第
4
2
話
は
『
千
載
集
』
撰
進
時
の
西

行
の
話
題
、
両
者
は
歌
人
の
勅
撰
入
党
を
め
ぐ
る
自
詠
へ
の
執
を
語
っ

て
連
な
る
。
ま
た
第
2
4
・
2
3
話
な
ど
も
同
様
の
例
と
み
ら
れ
る
が
、
さ

ら
に
第
二
期
の
秦
兼
任
(
坤
∵
や
兼
弘
(
4
4
)
を
「
ま
こ
と
に
兼
久
兼

方
な
ど
が
子
孫
と
お
ぼ
え
て
い
と
や
さ
し
」
(
翌
と
第
一
期
の
人
物
と

関
係
付
け
て
評
す
る
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
所
収
話
題
の
年
代
分
布
と
そ
の
内
容
を
み
る

と
、
こ
の
作
品
の
視
野
に
あ
る
の
は
一
一
世
紀
前
半
以
降
、
一
二
世
紀

中
後
半
軌
を
中
に
お
い
て
編
著
者
の
時
代
に
至
る
三
期
で
、
第
一
期
と

第
二
期
と
は
連
続
の
相
と
し
て
、
第
三
期
と
第
二
期
と
は
連
続
・
不
達

続
の
二
相
と
し
て
捉
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
見
た
よ

う
に
、
第
三
期
す
な
わ
ち
当
代
と
前
代
と
の
関
係
を
語
る
部
分
で
は
当

代
へ
の
(
末
代
)
意
識
も
表
明
さ
れ
て
い
る
(
1
1
・
4
6
)
。
ま
た
一
方
、

定
家
・
家
隆
の
和
歌
同
心
を
語
る
第
4
0
話
に
は
「
近
頃
和
歌
の
道
こ
と

に
も
て
な
さ
れ
」
と
当
代
称
揚
の
姿
勢
が
見
え
、
さ
ら
に
葵
や
恋
人
の

回
影
を
幻
視
す
る
話
題
と
し
て
達
接
す
る
第
2
5
・
2
6
話
で
は
、
第
三
期

に
第
一
期
が
参
照
さ
れ
て
そ
の
連
続
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
を

総
合
し
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
作
品
は
(
末
代
)
と
し
て
あ
る
現
在

(
第
三
期
)
と
前
代
(
第
一
・
二
期
)
と
の
連
続
・
不
適
続
の
相
を
見

定
め
、
そ
の
南
柏
を
(
今
)
と
し
て
提
示
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
見
倣

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
今
物
語
』
の
(
今
)
を
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
し
て
も
、
第
二
期
す
な
わ
ち
信
実
の
父
隆
信
の
時
代
の
昌
貴
の
多
さ
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は
ど
う
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
「
近
き
」
頃
の
事
と
し
て
語
ら
れ
る
年
代

不
明
話
三
話
を
含
め
、
一
三
世
紀
の
話
題
は
十
話
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
第
二
期
第
三
期
と
が
対
照
さ
れ
る
場
合
を
取
り
上
げ
た
が
、
実
は

こ
の
よ
う
な
配
列
を
も
つ
の
は
ま
れ
で
、
む
し
ろ
第
二
期
の
話
題
ど
う

L
が
連
な
っ
て
い
る
場
合
の
ほ
う
が
多
い
。
さ
ら
に
先
に
注
意
し
て
お

い
た
よ
う
に
、
第
二
期
の
秦
兼
任
・
兼
弘
の
「
や
さ
し
」
を
わ
ざ
わ
ざ

第
一
期
の
兼
久
・
兼
方
を
引
い
て
評
す
る
な
ど
も
語
り
の
現
在
が
兼

任
・
兼
弘
の
時
代
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
、
作
品
の
現
在
を
第
三
期
に

認
め
る
と
い
く
ぷ
ん
不
審
な
点
が
残
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品

は
、
話
題
年
代
の
分
布
か
ら
す
る
と
、
第
二
期
を
こ
そ
編
述
主
体
の
現

在
と
し
て
語
り
、
第
三
期
を
こ
れ
と
の
対
照
事
例
と
し
て
批
評
し
て
い

る
と
い
っ
た
趣
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
作
品
の
語
る

(
今
)
の
位
相
に
か
か
わ
る
問
題
だ
ろ
う
が
、
次
に
こ
れ
を
別
の
角
度

か
ら
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

*

『
今
物
語
』
の
(
今
)
を
問
う
上
で
従
来
注
目
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
集

録
さ
れ
た
話
題
の
属
性
が
あ
る
。
こ
れ
も
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

『
今
物
語
』
に
収
載
さ
れ
る
話
題
は
(
あ
は
れ
)
(
ふ
し
ぎ
)
(
お
か
し
)

の
三
世
界
、
言
い
換
え
る
と
風
雅
世
界
・
神
仏
霊
験
世
界
・
滑
稽
世
界

に
わ
た
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
は
大
ま
か
な
群
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を

世
界
観
の
直
接
的
な
反
映
と
み
れ
ば
、
作
品
は
世
界
を
三
つ
に
分
節
し

て
把
握
し
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
風
雅
に
王
朝
的
美
意
識

を
、
霊
験
に
平
安
中
世
雨
期
に
わ
た
る
宗
教
性
を
、
滑
稽
に
現
実
的
世

俗
性
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
宗
教
的
霊
験
を
間
に
お
い
て
(
古
の
雅
)

と
(
今
の
俗
)
と
を
対
置
し
た
構
図
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
構

図
を
、
王
朝
思
慕
か
ら
現
実
の
直
視
へ
の
展
開
と
し
て
読
み
取
る
な
ら

ば
、
作
品
は
、
主
調
低
音
と
し
て
末
代
意
識
を
響
か
せ
つ
つ
、
王
朝
世

界
の
継
続
を
幻
視
し
卑
俗
化
す
る
現
実
を
直
視
し
て
(
今
)
を
物
語
っ

て
い
る
と
理
解
さ
れ
、
前
節
に
見
た
話
題
年
代
の
分
布
お
よ
び
そ
の
内

容
か
ら
推
量
さ
れ
た
(
今
)
観
と
の
符
合
を
、
こ
こ
に
確
か
め
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
話
題
群
や
配
置
そ
し
て
そ
れ
ら
へ
の
意
味
付
け
に
よ
る

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
作
品
表
現
の
実
際
に
見
合
っ
た
も
の
と
は
な
し

が
た
い
。

た
と
え
ば
第
4
6
話
。
こ
れ
は
、
良
人
の
住
吉
参
詣
を
知
っ
た
津
守
経

国
が
事
前
に
社
殿
を
掃
除
し
て
お
く
よ
う
に
命
じ
た
と
こ
ろ
柱
・
長
押
・

妻
戸
に
書
き
つ
け
て
あ
っ
た
詠
歌
を
神
官
が
す
べ
て
削
り
捨
て
た
と
の

一
件
に
、
そ
れ
を
見
た
「
古
き
尼
」
が
「
世
の
中
の
移
り
に
け
れ
ぼ
住

吉
の
昔
の
あ
と
も
と
ま
ら
ぎ
り
け
り
」
の
一
首
を
新
た
に
書
き
つ
け
た

と
の
後
日
譚
を
付
す
話
題
。
一
話
は
、
「
世
々
を
経
て
こ
の
道
照
す
住
吉

の
神
」
(
『
後
鳥
羽
院
熊
野
宰
記
』
)
へ
の
歌
人
た
ち
の
信
奉
を
前
提
に
、
そ

の
証
を
落
書
き
と
見
倣
す
烏
精
、
ま
た
張
本
が
ほ
か
な
ら
ぬ
神
官
で
あ

っ
た
事
態
の
深
刻
さ
を
語
る
。
同
機
の
話
題
は
『
古
今
著
聞
集
』
『
増

110



銃
』
に
見
え
て
い
る
が
そ
れ
ら
は
後
嵯
峨
院
御
幸
の
折
の
こ
と
と
さ
れ

る
。
『
今
物
語
』
話
は
目
頭
に
「
承
久
の
頃
」
と
お
き
、
末
尾
に
「
こ

れ
は
承
久
の
乱
の
後
、
世
の
中
あ
ら
た
ま
り
け
る
時
の
事
な
り
。
」
と
記

す
。
承
久
の
乱
が
在
京
蛮
族
に
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た
か
の
一
々
は
い

ま
略
す
が
、
和
歌
を
介
し
て
後
鳥
羽
院
仙
洞
、
順
徳
帝
内
裏
に
連
な
る

こ
と
の
あ
っ
た
腐
著
者
藤
原
信
実
に
と
っ
て
も
、
こ
の
事
件
は
時
代
の

変
節
を
切
実
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

本
話
題
は
そ
の
よ
う
な
編
述
主
体
の
現
実
認
識
に
こ
そ
響
き
、
古
き
尼

の
詠
歌
へ
の
共
感
と
と
も
に
末
世
の
(
今
)
を
確
認
さ
せ
る
出
来
事
と

し
て
採
択
収
載
さ
れ
た
も
の
と
見
傲
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
本
話
題
の
語
る
良
治
、
あ
る
い
は
慨
嘆
の
類
型
性

と
い
っ
た
こ
と
に
目
を
と
ど
め
て
み
よ
う
。
同
趣
の
話
題
が
後
嵯
峨
院

御
幸
の
折
の
こ
と
と
し
て
『
古
今
著
聞
桒
』
『
増
鏡
』
に
見
え
る
こ
と

は
今
述
べ
た
。
さ
ら
に
『
今
鏡
』
に
も
同
様
の
話
題
は
見
え
る
。
す
な

わ
ち
業
平
と
王
侍
従
(
宇
多
院
)
と
の
相
撲
の
際
に
折
れ
た
御
椅
子
の
肱

掛
に
つ
い
て
、
何
某
が
「
蔵
人
に
な
れ
り
け
る
時
、
紫
栂
の
き
れ
、
殿

に
申
し
て
、
そ
の
高
欄
の
折
れ
た
る
、
繕
は
む
な
ど
せ
ら
れ
け
る
こ

そ
、
を
こ
の
事
に
は
侍
り
け
れ
」
(
ふ
ぢ
な
み
上
)
　
と
あ
る
の
が
そ
れ
。

岩
渦
本
『
大
鏡
』
(
第
一
巻
)
に
は
「
そ
の
折
れ
目
今
に
侍
る
也
」
と
あ

る
が
、
『
今
銃
』
で
は
「
代
々
さ
て
の
み
折
れ
な
が
ら
こ
そ
侍
る
な
る

に
近
き
祖
代
に
」
と
し
て
こ
の
一
件
が
語
ら
れ
る
。
ヘ
音
)
を
慕
う
共

同
性
の
所
持
を
語
る
物
語
。
も
う
少
し
具
体
に
即
し
て
い
え
ば
(
古
を

現
在
に
伝
え
る
物
の
価
値
を
解
さ
ず
新
た
に
作
り
替
え
る
烏
精
と
そ
の

蛮
行
へ
の
嘆
き
)
の
物
語
類
型
と
で
も
括
れ
よ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
何

事
も
古
き
世
の
み
ぞ
慕
し
き
。
今
様
は
む
げ
に
成
し
う
こ
そ
成
り
行
く

め
れ
。
」
と
明
言
す
る
『
徒
然
草
』
が
、
「
事
も
た
げ
よ
」
を
「
串
も
ち

あ
げ
よ
」
に
、
「
火
か
か
げ
よ
」
を
「
火
か
き
あ
げ
よ
」
に
と
、
意
味

の
明
示
性
を
優
先
し
て
言
い
方
を
あ
ら
た
め
る
風
潮
を
、
「
口
惜
し
う

こ
そ
成
り
も
て
行
く
な
れ
」
と
嘆
い
た
　
(
望
嘆
き
と
も
同
質
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
「
近
き
御
代
」
の
烏
精
や
今
様
は
、
承
久
の

乱
に
か
か
わ
り
な
く
、
末
代
観
と
結
ん
で
い
つ
も
嘆
か
れ
る
こ
と
が
ら

と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
嘆
き
や
末
代
意
識
の
位
相
を
確
か
め
る
た

め
に
は
次
の
よ
う
な
事
例
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
は
『
枕
草

子
』
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
角
」
段
に
み
る
一
条
帝
・
女
房
の
発
言
。

・
「
我
は
三
巻
四
巻
を
だ
に
え
見
は
て
じ
。
」
(
一
条
帝
)

・
「
昔
は
え
せ
者
な
ど
も
皆
を
か
し
う
こ
そ
あ
り
け
れ
。
」

二
つ
目
は
『
愚
管
抄
』
巻
三
、
花
山
院
条
。

(
女
房
)

・
寛
平
マ
デ
ハ
上
古
正
法
ノ
末
ト
オ
ポ
ユ
。
延
喜
天
暦
ハ
ソ
ノ
末
、

中
古
ノ
バ
ジ
メ
ニ
テ
、
メ
テ
ク
ク
テ
シ
カ
モ
ケ
ヂ
(
ダ
)
カ
ク
モ

ナ
リ
ニ
ケ
リ
。
冷
泉
円
融
ヨ
リ
白
河
鳥
羽
ノ
院
マ
テ
ノ
人
ノ
心

ハ
、
タ
ダ
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
コ
ソ
見
ユ
レ
。
後
白
河
院
末
ヨ
リ
ム
ゲ
ニ

ナ
リ
劣
リ
テ
、
コ
ノ
十
廿
年
バ
ツ
ヤ
!
1
ト
ア
ラ
ヌ
事
ニ
ナ
リ
ニ

ケ
ル
コ
リ
。
(
類
同
記
事
、
巻
六
・
巻
七
)
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次
は
『
花
園
院
辰
記
』
文
保
元
年
五
月
一
五
日
粂
裏
書
。

・
永
承
寛
弘
非
二
末
代
可
又
治
承
建
保
弘
安
等
、
又
強
不
レ
可
レ
謂
二
代

来
り

今
一
つ
、
『
徒
然
草
』
1
4
段
か
ら
。

・
「
歌
の
道
の
み
い
に
L
へ
に
変
ら
ぬ
」
な
ど
言
ふ
こ
と
も
あ
れ

ど
、
い
さ
や
。
…
…
『
梁
塵
秘
抄
』
の
郵
曲
の
言
葉
こ
そ
又
あ
ほ

れ
な
る
こ
と
は
多
か
め
れ
。
昔
の
人
は
、
た
だ
い
か
に
言
ひ
捨
て

た
る
こ
と
ぐ
さ
も
皆
い
み
じ
く
聞
ゆ
る
に
や
。

こ
こ
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ヘ
音
)
が
聖
代
化
さ
れ
当

代
へ
の
嘆
き
や
末
代
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
嘆
か
れ

末
代
と
観
ぜ
ら
れ
た
時
代
が
次
代
に
は
慕
わ
し
き
人
音
)
に
変
貌
し
て

い
る
こ
と
。
村
上
朝
と
の
対
比
に
慨
嘆
さ
れ
た
一
条
朝
は
、
慈
円
に
よ

れ
ば
延
喜
天
暦
の
治
政
と
「
タ
ダ
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
」
見
え
、
l
慈
円
に
よ
っ

て
「
ム
ゲ
ニ
ナ
リ
劣
」
る
と
さ
れ
た
後
白
河
院
代
以
降
十
廿
年
は
、
花

園
院
や
兼
好
か
ら
見
れ
ば
「
代
の
末
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
」
、
「
あ
は
れ
な

る
こ
と
」
あ
る
「
昔
」
と
な
る
。
拡
大
す
る
人
音
)
と
嘆
か
れ
続
け
る

(
今
)
。
そ
の
背
景
に
は
衰
退
史
観
の
継
承
が
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
『
枕

草
子
』
『
徒
然
草
』
の
引
用
に
施
し
た
傍
線
部
の
対
応
な
ど
を
見
る
と
、

『
徒
然
草
』
は
『
枕
草
子
』
の
嘆
き
を
嘆
い
て
い
る
と
も
判
断
さ
れ
、

そ
こ
に
衰
退
史
観
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
模
倣
行
為
と
い
.
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
先
の
、
『
今
銃
』
『
今
物
語
』
『
古
今
著
聞
集
』
『
増
鏡
』
に
同
趣
の

話
題
が
時
代
を
変
え
て
語
ら
れ
る
の
も
同
じ
事
情
に
よ
っ
て
い
よ
う
。

話
型
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
表
現
と
し
て
こ
そ
あ
り
、
話
型
の
踏
頁
が
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
継
承
を
導
く
一
方
、
パ
ー
フ
ダ
イ
ム
の
模
倣
は
類
話
の
講
書
収

載
を
結
果
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
例
の
な
か
に
『
今
物
語
』
の
慨
嘆
を
措
い
て

み
る
と
、
承
久
の
乱
に
深
く
か
か
わ
る
と
し
た
そ
の
慨
嘆
は
、
固
有
の

現
実
認
識
に
直
接
響
い
て
の
も
の
と
い
う
よ
り
す
で
に
類
型
と
化
し
た

慨
嘆
で
あ
っ
た
事
情
が
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
嘆
き
は
文
字
ど
お
り
嘆

き
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
迎
え
取
ら
れ
た
嘆
き
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
嘆
き
と
結
ぶ
末
代
意
識
も
ま
た
迎
え
取
ら
れ
た
末
代
意
識
に

は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
『
今
物
語
』
の
嘆
き
や
末
代
意
識
は
既
成
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
作
品
の
(
今
)
は
そ
の
よ
う
な
模

倣
行
為
、
あ
る
い
は
(
な
ぞ
り
)
(
尼
ケ
崎
彬
『
こ
と
ば
と
身
体
』
)
を

通
し
て
形
作
ら
れ
て
く
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
い

ヽ
′

類
型
化
さ
れ
た
嘆
き
を
嘆
き
、
既
成
の
末
代
意
識
を
型
ど
お
り
話
題

に
な
ぞ
り
直
す
『
今
物
語
』
。
し
か
し
、
作
品
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る

.
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
嘆
き
と
末
代
意
識
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
今
物
語
』
を

覆
う
三
世
界
、
風
雅
・
霊
験
・
滑
稽
も
ま
た
既
成
の
そ
れ
ら
の
枠
内
に

あ
る
。
風
雅
は
た
と
え
ば
「
み
そ
の
の
尼
」
(
2
3
)
「
東
山
の
女
」
(
2
4
)

の
悲
恋
物
語
と
『
源
氏
物
語
』
前
木
巻
「
両
夜
品
定
め
」
で
紹
介
さ
れ

る
左
馬
頭
が
童
の
折
に
閃
い
た
昔
物
語
と
を
読
み
比
べ
れ
ば
よ
く
わ
か
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る
。
霊
験
講
話
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
神
仏
詠
歌
詔
に
例
が
あ
る
。
滑
稽

に
つ
い
て
は
導
師
・
説
経
師
・
念
仏
者
の
(
屁
)
へ
は
こ
)
へ
性
器
)
の

話
題
で
あ
る
点
、
『
沙
石
集
』
に
も
同
校
の
話
題
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
当
代
性
が
指
摘
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
『
播
磨
風
土
記
』
神
前
郡
条

の
大
汝
命
や
『
古
事
記
』
天
石
崖
戸
条
の
天
宇
受
売
命
の
昔
か
ら
、
糞

と
性
器
は
笑
い
の
起
爆
装
置
。
『
落
窪
物
語
』
に
も
典
薬
助
の
「
ひ
り

か
け
」
が
あ
っ
た
。
『
今
物
語
』
は
そ
の
よ
う
な
笑
い
の
伝
統
に
即
し

て
当
代
の
滑
稽
話
題
を
拾
い
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
風
雅
も
不
思
議
も
滑
稽
も
そ

し
て
ま
た
嘆
き
も
、
既
成
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
模
倣
行
為
の
内
に
語
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
本
作
晶
の
収
載
話
題
に
第
二
期
、

即
ち
信
実
の
父
隆
信
の
時
代
の
話
題
が
多
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
事
情
を
考
え
る
際
、
白
田
山
本
『
今
銃
』
が
信
実

所
持
本
の
写
し
で
あ
っ
た
事
実
は
、
模
倣
行
為
の
八
本
)
と
し
て
あ
る

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
習
得
経
緯
を
窺
わ
せ
て
興
味
深
い
。
『
今
銃
』
の
読
者

で
あ
っ
た
信
実
を
考
え
れ
ば
、
物
語
的
歴
史
叙
述
を
特
色
と
す
る
『
今

鏡
』
の
パ
ー
フ
ダ
イ
ム
を
信
実
が
模
倣
し
、
そ
し
て
『
今
物
語
』
に
そ
れ

を
跡
付
け
る
の
は
簡
尊
な
事
だ
ろ
う
。
ま
た
『
今
鋭
』
の
著
者
為
経
と

そ
の
子
隆
信
が
生
き
た
時
間
は
『
今
物
語
』
話
題
年
代
分
布
の
第
一
・

二
期
を
ほ
ぼ
覆
う
が
、
信
実
が
祖
父
・
父
と
同
じ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
生
き

よ
う
と
し
た
な
ら
、
一
二
世
紀
の
話
題
が
(
今
)
の
話
題
と
し
て
語
ら

れ
る
の
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。

『
今
物
語
』
の
(
今
)
の
位
相
。
そ
れ
は
、
編
述
主
体
の
現
在
と
い
う

よ
り
彼
の
(
な
ぞ
り
)
の
八
本
)
と
な
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
あ
る
い
∴
は

(
心
身
態
勢
)
(
尼
ケ
崎
前
掲
書
)
の
現
在
化
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
し
て

彼
の
生
き
る
現
在
は
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
(
心
身
態
勢
)
を
受
肉
し
た

彼
の
(
現
在
)
か
ら
批
評
さ
れ
る
。

翻
っ
て
み
れ
ば
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
世
界
へ
の
向
か
い
方
は
『
今

物
語
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
中
世
女
流
日
記
文
芸
の

多
く
が
自
ら
の
現
実
を
物
語
の
女
性
(
浮
舟
等
)
の
(
な
ぞ
り
)
を
通
じ

て
再
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
や
『
平
家
物
語
』
等
の
軍
記
の
歴
史
解
釈

の
あ
り
様
に
も
同
様
の
姿
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
徒
然
草
』

が
皇
居
や
そ
の
儀
式
空
間
に
(
古
)
に
連
な
る
(
今
)
を
求
め
(
2
3
・

2
4
・
2
7
・
空
、
(
古
)
を
体
現
す
る
人
の
振
舞
を
取
り
上
げ
(
3
1
・
3
6
・

3
7
・
4
3
・
4
8
等
)
、
(
古
)
物
語
的
情
景
を
(
今
)
の
体
験
と
し
て
描
き

出
し
て
見
せ
る
(
3
2
・
4
4
)
な
ど
と
も
近
か
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
和

歌
。
そ
の
意
味
で
、
『
今
物
語
』
の
(
今
)
の
位
相
は
決
し
て
特
異
な

も
の
で
は
な
い
。

『
今
物
語
』
　
-
　
そ
の
飼
述
主
体
は
、
既
成
の
視
線
を
通
し
て
世
界
を

見
つ
め
、
直
に
現
在
を
見
つ
め
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
彼

を
、
い
や
彼
等
を
模
倣
行
為
に
向
か
わ
せ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
人
音
)
と
の
断
絶
の
自
覚
か
。
し
か
し
、
作
品
に
そ
れ
ほ
ど
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
臭
は
な
い
　
(
な
ぞ
り
)
の
競
演
…
…
。

〔
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