
『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

寺

敬

子

は

じ

め

に

『
百
物
語
評
判
』
は
、
北
村
季
吟
門
下
の
俳
人
、
山
岡
元
隣
宅
で
行
わ
れ
た
「
百
物
語
」
の
会
を
筆
録
し
た
怪
談
集
で
あ
る
が
、
こ
の

山
岡
元
隣
な
る
人
物
は
俳
人
で
あ
る
と
同
時
に
医
者
、
国
学
者
、
仮
名
草
子
作
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
同
書
の
内
容

は
、
百
物
語
の
会
で
語
ら
れ
る
怪
談
に
、
元
隣
が
陰
陽
五
行
等
の
論
理
を
も
っ
て
科
学
的
な
説
明
、
つ
ま
り
は
「
評
判
」
を
加
え
て
い
く

と
い
う
も
の
で
、
元
隣
と
他
の
参
会
者
と
の
間
の
や
り
と
り
が
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
序
文
、

跋
文
に
よ
れ
ば
「
百
物
語
」
の
会
に
居
合
わ
せ
た
参
会
者
の
一
人
、「
や
つ
が
れ
」
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
、
元
隣
の
死
後
、
そ
の
息
子
で

あ
る
山
岡
元
恕
が
筆
を
加
え
て
、
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
に
は
元
隣
、
元

恕
、
百
物
語
評
判
会
の
参
会
者
、
筆
録
者
、
と
い
っ
た
複
数
の
人
間
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
、
言
う
な
れ
ば
元
隣
グ
ル
ー
プ

の
共
作
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
参
会
者
や
「
や
つ
が
れ
」
と
名
乗
る
筆
録
者
が
一
体
誰
で
あ
っ
た
の
か
は
未
だ
不
明
の
ま
ま
で

あ
り
、
元
隣
の
文
学
グ
ル
ー
プ
が
一
体
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
研
究
課
題
と
し
て
残

っ
て
い
る
。

一
方
こ
の
『
百
物
語
評
判
』
と
並
ん
で
、
論
題
と
し
て
あ
げ
た
「
西
村
本
」
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
天
和
か
ら
元
禄
年
間
に
か
け
て
、

四
一



「
京
都
の
書
肆
西
村
市
郎
右
衛
門
未
達
が
、
作
者
と
し
て
、
も
し
く
は
板
元
と
し
て
関
与
し
た
一
連
の
小
説
群
」盧
を
指
す
。
こ
の
西
村
本

の
浮
世
草
子
は
中
世
風
の
物
語
か
ら
怪
談
・
諸
国
咄
、
好
色
本
と
、
多
様
な
内
容
を
含
む
も
の
で
、
同
時
期
に
活
躍
し
た
大
坂
の
西
鶴
の

作
品
に
対
抗
し
て
の
出
版
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。
な
お
こ
れ
ら
浮
世
草
子
は
そ
の
多
く
が
匿
名
に
よ
る
も
の
で
あ
り
作
者
は
不
明
な
も

の
が
多
い
。
都
の
錦
は
『
元
禄
太
平
記
』
に
お
い
て
「
好
色
文
の
達
人
、
西
村
市
郎
右
衛
門
筆
を
振
ふ
て
西
鶴
を
消
す
」
と
い
う
言
葉
を

残
し
て
お
り
、
こ
の
言
葉
か
ら
、
西
村
本
の
作
者
を
未
達
本
人
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
し
か
し
そ
の
作
品
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
こ

と
や
、
複
数
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
未
達
一
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
辛
く
、
当
然
複

数
の
作
者
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
一
般
に
は
範
囲
を
広
く
と
り
、
彼
の
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
小

説
群
」盪
に
対
し
て
西
村
本
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
村
本
に
は
未
達
以
外
に
も
数
名
の
有
力
な
書
肆
が
お
り
、
中

に
は
刊
記
に
未
達
自
身
の
名
が
見
え
な
い
書
も
存
在
す
る
た
め
、
中
嶋
隆
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
「
西
鶴
に
対
抗
し
た
京
都
書
肆
の
一

連
の
小
説
群
と
し
て
『
西
村
本
』
を
と
ら
え
た
方
が
妥
当
」蘯
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
山
岡
元
隣
・
元
恕
親
子
と
西
村
本
の
書
肆
グ
ル
ー
プ
の
間
に
、
な
ん
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の

仮
定
の
元
に
、
周
辺
の
資
料
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
う
。『
百
物
語
評
判
』
は
元
来
、
怪
異
譚
そ
の
も
の
よ
り
も
評
判
に
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
文
学
的
な
評
価
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
言
え
ず
、
ま
た
山
岡
元
隣
自
身
も
そ
の
著
作
の
多
さ
の
わ
り
に
は
仮
名
草
子
作

家
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
西
鶴
に
対
抗
し
一
勢
力
を
築
い
て
い
た
西
村
書
肆
陣
に
対
し
て
、
元
隣

親
子
が
何
ら
か
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
位
置
付
け
も
か
わ
っ
て
く
る
と
言
え
る
。
ま
た
元
隣
の
文
学
グ
ル
ー
プ

の
メ
ン
バ
ー
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
西
村
本
の
作
者
や
『
百
物
語
評
判
』
会
の
筆
録
者
を
特
定
す
る
上
で
の
一
助
と
な
る
か
と
思
う
。

こ
の
両
者
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
を
示
す
資
料
と
し
て
は
、
唯
一
『
誹
家
大
系
図
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
村
の
中
心
書
肆
、
市
郎
右
衛

門
未
達
は
書
肆
で
あ
る
と
同
時
に
貞
門
の
俳
諧
師
で
も
あ
っ
た
が
、『
誹
家
大
系
図
』
に
は
こ
の
未
達
が
元
隣
の
門
下
で
あ
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
伝
記
と
し
て

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

四
二



西
村
氏
通
称
□
□
名
久
重
京
師
堀
川
□
□
□
ノ
人
ナ
リ
書
物
商
ヲ
業
ト
ス

家
書

関
相
撲

三
巻
ア
リ
盻
（
執
筆
者
注

□
は

欠
字
）

と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
『
誹
家
大
系
図
』
は
そ
の
成
立
が
天
保
九
（
一
八
三
一
）
年
と
、
未
達
の
活
躍
し
た
時
代
か

ら
約
百
数
十
年
以
上
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
中
嶋
氏
が
、

そ
こ
で
は
（
執
筆
者
注：

未
達
の
）
住
所
を
「
堀
川
」
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
四
年
の
『
俳
諧
京
羽
二
重
』
に
よ
っ
て

も
、
未
達
の
当
時
の
住
所
は
「
三
条
油
小
路
東
ヘ
入
」
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、『
誹
家
大
系
図
』
の
記
述
は
や
や
信
憑

性
に
と
ぼ
し
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
指
摘
さ
れ
る
眈
よ
う
な
住
所
の
誤
り
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
外
に
も
、
同
書
は
元
隣
の
息
子
元
恕
を
「
元
隣
の
い
と
こ
」
で
あ
る
と

記
す
な
ど
、
そ
の
記
述
が
や
や
信
憑
性
に
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
の
一
書
を
も
っ
て
、
元
隣
と
未
達
の
か
か

わ
り
を
断
定
す
る
、
と
言
う
こ
と
は
し
か
ね
る
。
ま
た
「『
誹
家
大
家
図
』
で
は
未
達
を
元
隣
門
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
徴
証
は

な
い
よ
う
で
あ
る
」眇
と
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
外
に
元
隣
と
未
達
の
直
接
的
な
交
流
を
示
す
資
料
も
な
い
。

し
か
し
、『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本
を
見
比
べ
る
と
、
そ
の
内
容
に
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
ら
れ
、
相
互
に
影
響
を
与
え
合
っ
て

い
た
跡
が
窺
わ
れ
る
。
特
に
怪
異
を
題
材
と
し
た
西
村
本
『
新
御
伽
婢
子
』〔
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
刊
。
序
に
は
「
洛
下
寓
居
書
」

と
の
署
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
未
達
を
指
す
も
の
か
は
不
明
〕
と
『
宗
鐵
諸
国
物
語
〔
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
刊
。
序
に
は
洛
下
旅
館

と
記
す
が
こ
ち
ら
も
作
者
未
詳
〕
の
二
作
品
と
は
、『
百
物
語
評
判
』
の
性
質
上
、
影
響
関
係
を
指
摘
で
き
る
点
が
多
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
二
作
品
は
元
隣
の
死
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
百
物
語
評
判
』
の
刊
行
に
は
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
て
お
り
、
元
恕
が
加
筆

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

四
三



す
る
に
あ
た
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
未
達
が
『
誹
家
大
系
図
』
の
言
う
通
り
元
隣
門
下
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
こ
れ
ら
二
書
が
元
恕
の
手
元
に
あ
っ
た
確
立
は
高
く
な
る
。
元
隣
グ
ル
ー
プ
と
西
村
書
肆
陣
の
交
流
を
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
作

品
間
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
は
そ
の
証
左
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
次
章
で
は
ま
ず
『
新
御
伽
婢
子
』『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
二
作
品

と
、『
百
物
語
評
判
』
を
見
比
べ
て
、
そ
の
影
響
関
係
を
整
理
し
て
み
た
い
。

一
、
作
品
間
の
相
互
影
響

『
百
物
語
評
判
』
の
西
村
本
の
利
用
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
芝
憲
一
氏
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
ご
指
摘
が
あ
る
。
前
芝
氏
は
『
百
物
語

評
判
』
巻
四
「
叡
山
中
堂
油
盗
人
と
云
ふ
ば
け
物
付
青
鷺
の
事
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
話
の
挿
絵
〔
図
１
〕
が
「『
新
御
伽
婢
子
』
巻
三

図 1

図 2

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

四
四



の
八
「
野
叢
火
」
の
挿
絵
〔
図
２
〕
と
発
想
を
同
じ
く
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
百
物
語
評
判
』「
西
の

岡
の
釣
瓶
を
ろ
し
并
陰
火
陽
火
の
事
」
の
挿
絵
〔
図
３
〕
を
取
り
上

げ
、
こ
の
絵
と
「
野
叢
火
」
を
比
較
し
て
「
木
や
逃
げ
る
男
と
火
の

位
置
な
ど
全
体
の
構
図
が
似
か
よ
っ
て
お
り
、
そ
の
怪
火
に
つ
い
て

も
、
本
文
で
は
『
火
の
丸
か
せ
鞠
の
ご
と
き
物
』
と
し
か
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
挿
絵
で
は
顔
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
新
御
伽
婢

子
』
の
絵
か
ら
発
想
を
得
た
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に

こ
れ
ら
『
百
物
語
評
判
』
の
二
話
は
、
内
容
的
に
も
「
野
叢
火
」
の

叙
述
と
似
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、「「
野
叢
火
」
か
ら
こ

の
二
話
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
眄
。
本
章
で
は
こ
の
ご
指
摘
に
付
け
加
え
る
形
で
、
同
じ
西
村
本
の
怪

談
集
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
同
作
と
『
百
物
語
評
判
』
と
の
影
響
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。

『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
は
、
主
人
公
の
連
歌
師
飯
尾
宗
鐵
が
、
諸
国
遍
歴
中
に
見
聞
き
し
た
話
を
集
め
た
奇
談
集
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の

作
品
と
『
百
物
語
評
判
』
の
挿
絵
に
数
点
、
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
が
確
認
で
き
る
の
で
確
認
し
て
お
く
。

『
百
物
語
評
判
』
巻
三
「
天
狗
の
沙
汰
付
浅
間
嶽
の
求
聞
寺
の
事
」
は
タ
イ
ト
ル
と
お
り
、
天
狗
の
怪
異
に
つ
い
て
触
れ
た
段
で
あ

り
、
伊
勢
で
修
行
を
し
て
い
た
僧
が
、
に
わ
か
に
大
風
と
共
に
姿
を
消
し
、
同
じ
日
に
忽
然
と
周
防
の
国
に
現
れ
て
い
た
と
い
う
、
い
わ

ば
天
狗
に
よ
る
神
隠
し
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
話
柄
を
扱
っ
た
の
が
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
巻
二
「
登
高
野
五
障
雲
」

で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
高
野
山
の
女
人
禁
制
の
土
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
女
性
が
、
に
わ
か
に
黒
雲
と
共
に
姿
が
掻
き
消
え
、
そ
の
後
八
つ

裂
に
さ
れ
て
和
泉
の
国
で
発
見
さ
れ
た
、
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
怪
異
は
本
文
中
に
は
誰
の
手
に
よ
る
も
の
と
は
示
さ
れ
て
い 図 3

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

四
五



な
い
が
、
挿
絵
に
は
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
る
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
お

り
、
こ
ち
ら
も
ま
た
天
狗
に
よ
る
神
隠
し
譚
で
あ
る
と
見
て
い
い
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
二
話
は
怪
異
の
展
開
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
挿
絵
が

酷
似
し
て
い
る
。【
図
４
】
は
『
百
物
語
評
判
』、
僧
侶
が
天
狗
に
さ
ら

わ
れ
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
狗
は
水
車
文
様
の
衣
服
に

頭
襟
、
結
袈
裟
、
脚
絆
を
身
に
着
け
た
山
伏
の
い
で
た
ち
を
し
、
鉤
爪

で
僧
を
つ
か
ん
で
い
る
。
背
中
に
は
鳥
の
よ
う
な
羽
が
生
え
、
そ
の
眼

下
に
は
小
さ
な
堂
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
、
と
い
う
構
図
に
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
挿
絵
は
一
目
で
わ
か
る
と
お
り
、
構
図
や
天
狗
の

い
で
た
ち
、
そ
の
容
貌
ま
で
も
が
ご
と
ご
と
く
【
図
５
】
に
挙
げ
た

『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
挿
絵
を
模
倣
し
て
い
る
と
言
え
る
。

な
お
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
挿
絵
は
絵
師
、
吉
田
半
兵
衛
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
半
兵
衛
は
元
隣
の
著
作
『
宝
蔵
』『
他
が
身
の
上
』

に
お
い
て
も
挿
絵
を
担
当
し
て
い
る
。『
百
物
語
評
判
』
の
挿
絵
も
同

じ
く
半
兵
衛
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
、
と

す
れ
ば
こ
う
い
っ
た
類
似
も
、
単
に
挿
絵
師
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
作
者
側
は
な
ん
の
関
与
も
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
半
兵
衛
は
『
伽
婢
子
』
や
『
御
伽
比
丘
尼
』

と
い
っ
た
他
の
作
品
中
で
も
天
狗
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

図 4図 5
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の
絵
は
こ
の
『
百
物
語
評
判
』
の
天
狗
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
構
図
・
図
柄
の
類
似
が
見
ら
れ
る
の
は
『
宗

鐵
諸
国
物
語
』
の
天
狗
だ
け
で
あ
る
。
や
は
り
こ
の
挿
絵
が
『
宗
鐵

諸
国
物
語
』
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
天
狗
以
外
に
挿
絵
が
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、『
百
物

語
評
判
』
巻
四
「
雪
女
の
事
」
と
、『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
巻
五
の

「
化
女
苦
朧
夜
雪
」
で
あ
る
。『
百
物
語
評
判
』
の
方
の
内
容
は
、
参

会
者
の
一
人
が
尋
ね
た
「
雪
女
は
実
在
す
る
の
か
」
と
の
問
い
に
関

し
て
、
元
隣
が
陰
陽
五
行
を
用
い
て
雪
女
の
現
れ
る
理
を
説
く
、
と

い
う
単
純
な
内
容
の
章
段
で
あ
る
。
一
方
の
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』

は
、
主
人
公
の
宗
鐵
が
、
夜
中
に
庭
に
出
現
し
た
大
き
な
雪
女
を
目

撃
す
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。〔
図
６
〕（『
宗
鐵
諸
国
物

語
』）〔
図
７
〕（『
百
物
語
評
判
』）
に
挙
げ
た
挿
絵
は
ど
ち
ら
も
雪

女
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
目
で
そ
の
容
貌
や
衣
服
、
髪

の
か
か
り
具
合
に
い
た
る
ま
で
非
常
に
良
く
似
た
筆
致
で
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
か
と
思
う
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
特
長

は
、
雪
女
の
大
き
さ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
挿
絵
は
、
い
ず
れ
も

通
常
の
人
間
の
倍
ほ
ど
の
大
き
さ
に
雪
女
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
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管
見
の
限
り
、
雪
女
を
大
女
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
資
料
は
見
つ
か
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
共
通
認
識
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。『
宗

鐵
諸
国
物
語
』
で
は
、
本
文
中
に
「
せ
い
の
高
さ
一
丈
も
や
あ
ら
ん
」
と
い
う
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
に
忠
実
に
挿
絵
が
描
か
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
が
、『
百
物
語
評
判
』
に
お
い
て
は
雪
女
の
容
姿
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
は
な
い
。
こ
の
挿
絵
の
雪
女
は
、『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の

挿
絵
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
話
の
内
容
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
雪
女
」
と
い
う
話
柄
は
同
時
期
の
ほ
か
の
怪
談
集
に
は
見
ら
れ
な
い
題
材
で
あ
り
、

さ
ら
に
『
百
物
語
評
判
』
が
「
雪
女
」
を
評
し
た
「
物
お
ほ
く
つ
も
れ
ば
か
な
ら
ず
其
中
に
生
類
を
生
じ
侍
る
な
り
。」（
巻
四
「
雪
女
の

事
并
雪
の
説
」）
と
い
う
論
理
も
、『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
に
あ
る
「
誠
雪
の
精
な
ら
ば
深
雪
の
時
こ
そ
出
べ
け
れ
。」（
巻
五
「
化
女
苦
朧
夜

雪
」）
と
い
う
く
だ
り
と
一
致
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
物
が
積
も
れ
ば
生
類
が
発
生
す
る
」
と
い
う
の
は
『
百
物
語
評
判
』
に
頻
出
す

る
論
理
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
こ
の
一
節
が
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
に
拠
っ
た
必
要
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
『
百
物
語
評
判
』
と

西
村
本
の
怪
異
小
説
は
そ
の
題
材
や
論
理
に
も
共
通
点
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

以
上
、
西
村
本
か
ら
『
百
物
語
評
判
』
へ
と
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
が
、
同
時
に
元
隣
・
元
恕
の
側
か
ら
、
西
村
本
へ
与
え
た
影
響

も
ま
た
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
元
隣
著
の
仮
名
草
子
『
小
さ
か
つ
き
』
と
い
う
随
筆
が
あ
る
が
、
こ
の
巻
五
第
十
一
「
日

待
の
雑
談
の
事
」
と
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
巻
二
「
雷
天
災
」
に
も
ま
た
、
共
通
し
た
怪
異
認
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
話
は
い

ず
れ
も
雷
に
ま
つ
わ
る
怪
異
を
語
っ
た
章
段
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
陰
陽
論
を
用
い
て
の
雷
の
分
析
が
、
非
常
に
よ
く
似
か
よ
っ

て
い
る
。『
小
さ
か
つ
き
』
は
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
よ
り
十
三
年
早
い
寛
文
十
二
（
一
六
七
二
）
年
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
執
筆
す
る
上

で
西
村
側
が
利
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
両
話
の
該
当
部
分
を
『
小
さ
か
つ
き
』『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
順

に
挙
げ
る
。

あ
る
人
の
い
は
く
。
か
ミ
な
り
ほ
ど
ふ
し
ぎ
な
る
物
は
な
し
。
お
ち
た
る
あ
と
を
見
る
に
金
石
と
も
い
は
ず
う
ち
く
だ
き
と
ら
か
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し
。
い
か
さ
ま
に
も
生
た
る
も
の
也
と
見
へ
て
大
木
柱
な
ど
を
つ
た
ひ
て
天
に
の
ほ
れ
る
に
。
つ
め
が
た
し
た
ゝ
か
に
侍
る
と
い
へ

ば
。
あ
る
出
家
の
い
は
く
そ
の
つ
め
が
た
と
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
ハ
ま
こ
と
の
生
類
あ
り
て
の
つ
め
が
た
に
は
あ
ら
ず
。
雷
ハ
も
と
天
地

の
間
の
陰
陽
の
せ
い
の
あ
ひ
た
ゝ
か
へ
る
所
也
。
…
…（
中
略
）…
…
ま
た
か
た
へ
よ
り
も
ろ
こ
し
に
は
か
ミ
な
り
の
も
て
る
つ
ち
を

ひ
ろ
い
た
る
も
の
も
あ
り
と
い
ひ
。
か
ミ
な
り
の
斧
な
ど
い
へ
る
事
も
書
物
に
も
見
へ
た
り
な
ど
さ
ま
�
�
に
い
ひ
あ
へ
る
…
…

（
後
略
）。

（
以
下
、
傍
線
は
全
て
筆
者
）『
小
さ
か
つ
き
』
巻
五
第
十
一
「
日
待
の
雑
談
の
事
」

雨
の
を
や
み
も
な
く
雷
の
ひ
ゞ
き
は
殊
更
に
つ
よ
し
。
速
雷
鳴
風
吹
烈
。
席
を
正
し
て
起
と
孔
子
は
宣
し
。
身
を
清
浄
に
名
香
を

く
ゆ
ら
せ
て
天
意
を
お
そ
る
ゝ
物
と
い
へ
と
、
旅
途
の
急
難
に
て
身
を
清
へ
き
水
も
な
け
れ
ば
雨
を
以
て
水
と
し
。
く
ゆ
ら
す
へ
き

薫
に
は
尊
前
の
抹
香
な
ら
て
か
な
し
。
…
…（
中
略
）…
…
と
か
く
す
る
ほ
ど
に
雨
晴
風
治
り
又
蒼
ゝ
た
る
天
と
な
る
。
石
仏
に
御
暇

申
出
て
彼
松
の
も
と
に
行
見
る
に
ふ
す
ほ
り
た
る
木
の
肌
に
大
き
な
る
爪
跡
あ
つ
て
。
獣
類
の
こ
の
木
よ
り
上
り
た
る
と
見
ゆ
。
夫

雷
動
は
天
来
の
陽
の
気
の
至
り
と
地
中
の
極
陰
と
二
の
物
は
た
ゝ
か
ふ
時
鳴
動
す
る
と
い
ふ
に
爪
あ
と
の
愧
を
み
れ
は
。
絵
に
在
る

ご
と
き
鬼
形
も
あ
る
か
と
い
ぶ
か
し
。

『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
巻
二
「
雷
天
災
」

波
線
を
付
し
た
箇
所
を
見
比
べ
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
書
は
そ
れ
ぞ
れ
に
雷
の
正
体
を
「
雷
動
は
天
来
の
陽
の
気
の
至
り
と
地
中
の

極
陰
と
二
の
物
は
た
ゝ
か
ふ
時
鳴
動
す
る
と
い
ふ
」、「
雷
ハ
も
と
天
地
の
間
の
陰
陽
の
せ
い
の
あ
ひ
た
ゝ
か
へ
る
所
也
」
と
性
理
学
を
用

い
て
解
明
し
て
お
り
、
さ
ら
に
落
雷
の
後
に
の
こ
る
「
雷
獣
」
の
存
在
に
「
い
か
さ
ま
に
も
生
た
る
も
の
也
と
見
へ
て
大
木
柱
な
ど
を
つ

た
ひ
て
天
に
の
ほ
れ
る
に
。
つ
め
が
た
し
た
ゝ
か
に
侍
る
と
い
へ
ば
」（『
小
さ
か
つ
き
』）、「
ふ
す
ほ
り
た
る
木
の
肌
に
大
き
な
る
爪
跡

あ
つ
て
。
獣
類
の
こ
の
木
よ
り
上
り
た
る
と
見
ゆ
」（『
宗
鐵
諸
国
物
語
』）
と
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
話
は
、
中
山
三
柳
の
『
醍
醐
随
筆
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
内
ヶ
崎
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有
里
子
氏
の
ご
指
摘
が
あ
る
眩
。「
雷
天
災
」
は
章
段
の
前
半
部
に
落
雷
に
よ
る
死
者
が
蘇
生
し
た
話
を
載
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
『
醍
醐

随
筆
』
に
載
る
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
性
理
学
を
用
い
た
雷
の
説
明
が
『
醍
醐
随
筆
』
に
も
見
ら
れ
、
両
書
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
事
象
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
が
『
醍
醐
随
筆
』
に
そ
の
大
枠
を
拠
っ
た
こ
と
は
ご
指
摘
の

通
り
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
同
時
に
、『
小
さ
か
つ
き
』
も
参
照
し
て
い
た
、
と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
醍
醐
随
筆
』
の
該

当
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

雷
は
陰
陽
の
搏
撃
な
り
。
陽
気
陰
に
つ
ゝ
ま
れ
て
出
ん
と
す
る
時
、
ま
づ
火
気
外
に
あ
ら
は
れ
て
電
と
な
る
。
出
得
ざ
る
時
陰
中

に
て
震
ば
地
に
こ
た
へ
て
鳴
、
つ
よ
く
震
て
出
た
る
時
は
お
つ
る
也
。
…
…
（
中
略
）
…
…
さ
て
雷
震
の
説
い
に
し
へ
よ
り
多
し
。

悪
人
雷
に
う
た
る
ゝ
と
云
は
さ
も
有
べ
し
。
陰
陽
の
搏
撃
は
怒
気
也
、
悪
気
也
。
同
気
相
求
、
同
声
相
応
す
る
ゆ
へ
に
、
か
な
ら
ず

悪
人
は
う
た
る
べ
き
也
。
若
有
疾
風
迅
雷
甚
雨
則
必
変
ず
。
夜
と
い
へ
ど
も
必
起
て
衣
服
冠
し
て
坐
す
と
あ
る
は
、
天
の
怒
り
を
敬

す
る
い
は
れ
也

こ
れ
と
先
に
挙
げ
た
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
を
見
比
べ
る
に
、
確
か
に
陰
陽
を
用
い
た
雷
の
説
明
と
い
う
点
は
一
致
し
て
お
り
、
さ
ら
に
二

重
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
両
書
と
も
孔
子
の
故
事
を
引
く
な
ど
、
お
お
か
た
の
論
旨
は
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、『
宗

鐵
諸
国
物
語
』
に
は
、『
小
さ
か
つ
き
』
の
ほ
う
に
む
し
ろ
近
い
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
。
波
線
部
に
見
え
る
「
陽
の
気
が
天
に
、
陰
の

気
が
地
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
」
と
い
う
の
は
陰
陽
二
元
論
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
が
、『
小
さ
か
つ
き
』『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
が
ど
ち
ら

も
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
醍
醐
随
筆
』
は
単
に
「
陰
陽
」
と
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
陰
陽
を
そ
れ
ぞ
れ
天
地
に
属
す

る
も
の
と
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』『
小
さ
か
つ
き
』
に
あ
っ
た
雷
獣
の
爪
あ
と
云
々
に
関
す
る
記
述
（
一

重
傍
線
部
）
も
『
醍
醐
随
筆
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
が
『
醍
醐
随
筆
』
に
そ
の
大
筋
を
拠
り
な
が
ら
も
、
補
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助
的
な
資
料
と
し
て
『
小
さ
か
つ
き
』
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
眤
。

以
上
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
元
隣
・
元
恕
親
子
と
西
村
の
作
品
の
間
に
は
、
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
事
象
が
多

く
あ
り
、
特
に
元
恕
が
『
百
物
語
評
判
』
を
編
む
に
あ
た
っ
て
西
村
本
の
怪
談
集
を
用
い
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
れ
ら
の
影
響
関
係
は
、

本
稿
の
主
旨
で
あ
る
元
隣
親
子
と
西
村
書
肆
グ
ル
ー
プ
の
交
流
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
思
う
。
続
い
て
、
書
肆
西
村
周
辺
と
元
隣

親
子
と
の
か
か
わ
り
を
、
作
品
か
ら
離
れ
て
周
辺
資
料
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

二
、
坂
上
松
春
と
そ
の
周
辺

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
未
達
本
人
と
元
隣
、
元
恕
と
の
交
流
を
直
接
示
す
資
料
と
し
て
は
『
誹
家
大
系
図
』
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、

他
の
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
で
は
未
達
以
外
に
元
隣
親
子
と
書
肆
西
村
を
つ
な
ぐ
も
の
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で

は
坂
上
松
春
と
い
う
人
物
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

こ
の
松
春
と
い
う
人
物
は
、
次
に
に
挙
げ
る
『
俳
諧
家
図
』〔
宝
暦
元
（
一
七
五
一
）
年
刊
〕眞
で
確
認
で
き
る
通
り
、
元
隣
の
弟
子
の

坂
上
好
春
の
子
で
あ
り
、
い
わ
ば
元
隣
門
下
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
人
物
で
あ
る
。
当
然
元
隣
と
も
親
密
な
交
際
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

元
隣
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘─

山
岡
氏

家
書
有
『
身
楽
千
句
』『
誹
諧
式
』『
諸
国
独
吟
集
』『
吉
野
山
独
案
内
』『
新
百
人
一
句
』
等
。
没
年
不
詳

──

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
│
好
春
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘─
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坂
上
氏

号
向
陽
堂
。
貞
享
元
禄
中
之
点
者
也
。
没
年
不
詳
（
晋
風
曰
、
宝
永
四
年
八
月
十
一
日
没
）

──

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
│
松
春

好
春
之
息
。
而
宝
永
中
之
点
者
也
。
号
池
流
亭
。
没
年
不
詳
。

そ
し
て
こ
の
松
春
は
未
達
と
共
著
で
『
俳
諧
鐵
園
拾
遺
物
語
』（
元
禄
四
）、『
俳
諧
小
傘
』（
元
禄
五
）
と
い
う
二
冊
の
俳
書
を
出
版
し

て
お
り
、
未
達
と
親
密
な
交
際
を
も
っ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
東
明
雅
氏
は
未
達
が
元
隣
の
弟
子
で
あ
っ
た
可
能
性

を
、「
未
達
が
最
も
緊
密
な
関
係
を
も
ち
、
著
作
の
援
助
を
行
っ
て
い
る
坂
上
松
春
が
、
元
隣
の
弟
子
好
春
の
子
で
あ
る
事
実
な
ど
と
考

え
あ
わ
せ
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
で
あ
る
」眥
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
ど
こ
で
生
じ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
当
然
元
隣
の
元
で
こ
の
二
人
が
同
門
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
有
力
な
選
択
肢
に
な
る
か
と
思
わ
れ
、
冒
頭
で
挙
げ
た

『
誹
家
大
系
図
』
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
元
隣
ら
と
未
達
の
間
に
直
接
の
関
わ
り
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、

元
隣
門
下
の
松
春
が
未
達
と
の
間
に
深
い
親
交
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
元
隣
ら
と
西
村
書
肆
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
ぐ
太
い
ラ
イ
ン

と
な
り
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
松
春
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
中
嶋
隆
氏
の
ご
論
考
が
あ
る
。
中
嶋
氏
は
未
達
と
松
春
共
著
の
二
作
品
、『
俳
諧
鐵
園
拾
遺

物
語
』『
俳
諧
小
傘
』
の
奥
書
眦
に
書
肆
と
し
て
名
を
連
ね
る
「
坂
上
甚
四
郎
」
と
い
う
人
物
を
取
り
上
げ
、
こ
の
「
坂
上
甚
四
郎
」
と

坂
上
松
春
の
住
所
が
、
同
じ
京
都
の
「
御
池
衣
棚
下
ル
町
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り

は
元
隣
門
下
の
松
春
が
書
肆
と
し
て
未
達
と
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
中
嶋
氏
は
、
こ
の
松
春
が
「
西
村

市
郎
右
衛
門
と
相
板
元
に
な
る
事
の
多
か
っ
た
坂
上
勝
兵
衛
な
る
書
肆
と
あ
る
い
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」眛
と

推
測
を
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
登
場
し
た
坂
上
勝
兵
衛
と
い
う
人
物
は
主
に
天
和
年
間
か
ら
元
禄
ま
で
の
間
書
肆
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
が
、

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

五
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管
見
の
限
り
で
は
坂
上
勝
兵
衛
が
書
肆
と
し
て
出
版
し
た
本
は
、
ほ
と
ん
ど
が
西
村
市
郎
右
衛
門
未
達
と
の
相
版
本
ば
か
り
で
あ
り
、
勝

兵
衛
が
単
独
で
出
版
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
唯
一
、
享
保
八
年
に
発
刊
し
た
『
其
角
十
七
回
』
と
い
う
句
集
の
み
が
西
村
と
組
ま

ず
、
他
の
本
屋
と
の
相
版
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
が
眷
、
た
だ
し
こ
れ
は
初
代
西
村
市
郎
右
衛
門
未
達
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、

初
代
以
降
も
、
西
村
市
郎
右
衛
門
の
名
は
世
襲
さ
れ
て
い
き
、
江
戸
後
期
に
い
た
る
ま
で
、
本
屋
と
し
て
の
西
村
は
存
続
し
続
け
る
の
で

あ
る
が
、
勝
兵
衛
は
こ
の
二
代
目
以
降
の
市
郎
右
衛
門
と
は
手
を
組
む
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
勝
兵
衛

と
未
達
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
が
濃
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
中
嶋
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
元
隣
門
下
で
あ
っ
た
坂
上
松
春
が
、
こ

の
西
村
の
書
肆
坂
上
勝
兵
衛
と
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
、
元
隣
親
子
と
西
村
の
間
に
は
大
き
な
パ
イ
プ

が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
松
春
と
勝
兵
衛
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
か
。
苗
字
以
外
の
共
通
点
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
の
両
者
の
住
居

が
ご
く
ご
く
近
い
位
置
に
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
う
。
松
春
の
住
所
は
先
に
述
べ
た
通
り
、「
御
池
通
衣

棚
下
ル
」
で
あ
る
が
、『
京
町
鑑
』【
宝
暦
十
二
（
一
七
六
二
）
年
刊
】
は
「
衣
棚
通
」「
御
池
下
ル
」
の
示
す
地
名
を
「
長
浜
町
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
の
京
都
市
中
京
区
長
浜
町
に
あ
た
る
。

一
方
で
板
元
坂
上
勝
兵
衛
の
住
所
は
と
い
う
と
、『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
刊
記
に
見
ら
れ
る

貞
享
弐
次
暦
乙
丑

正
月
上
澣
日

神
田
新
革
屋
町

西
村
半
兵
衛

京
師
三
条
通

西
村
市
郎
右
衛
門

同
八
幡
町
通

坂
上
勝
兵
衛

『
立
花
手
曳
書
』
刊
記
に
見
え
る

天
和
四
歳

京
三
条
通
塩
屋
町

西
村
市
郎
右
衛
門

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
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孟
春
良
辰
日

同
三
条
坊
門
新
町

坂
上
勝
兵
衛

江
戸
新
革
屋
町

西
村
半
兵
衛
眸

そ
し
て
や
や
時
代
は
下
る
も
の
の
淡
々
編
『
其
角
十
七
回
』
の
刊
記
に
見
ら
れ
る

享
保
八
季
春
仲
浣
日

錦
後
室
大
圭
書

京
御
池
通
新
町
東
江
入
町

坂
上
庄
兵
衛

梓
行

田
辺
作
右
衛
門
板
睇

の
三
通
り
の
も
の
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
八
幡
町
通
り
、
三
条
坊
門
通
、
は
『
京
羽
二
重
』、『
京
雀
』
と
い
っ
た
当
時
の
地
誌
に

よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
現
在
の
御
池
通
の
異
称
で
あ
る
ら
し
い
。
よ
っ
て
こ
の
三
つ
の
住
所
は
同
じ
場
所
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
中
で
一
番
詳
し
い
表
記
で
あ
る
「
御
池
通
新
町
東
江
入
町
」
は
御
池
通
と
新
町
通
の
交
差
点
を
、
東
に
折
れ
た
辺
り
一
帯

の
土
地
、
具
体
的
な
町
名
を
挙
げ
れ
ば
現
在
の
西
横
町
、
神
明
町
、
そ
れ
か
ら
松
春
の
住
居
が
あ
っ
た
長
浜
町
辺
り
を
指
す
か
と
思
わ
れ

る
。『
都
名
所
車
』〔
正
徳
七
（
一
七
一
四
）
年
〕
で
は
松
春
の
す
む
長
浜
町
を
二
町
ほ
ど
下
っ
た
「
衣
の
棚
」
町
の
異
名
と
し
て
「
三
条

通
新
町
ひ
が
し
へ
入
所
」
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
「
新
町
東
入
」
と
い
う
表
記
が
衣
棚
通
周
辺
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う

だ
。
つ
ま
り
松
春
と
こ
の
勝
兵
衛
の
二
者
は
、
御
池
通
と
衣
棚
通
り
の
交
わ
る
周
辺
の
、
ご
く
ご
く
近
い
位
置
、
場
合
に
よ
っ
て
は
同
じ

町
内
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
う
。

こ
う
し
た
住
所
の
近
さ
に
、
両
者
と
も
が
西
村
の
書
肆
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
注
眛
で
中
嶋
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、

当
然
こ
の
二
人
の
間
に
親
交
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
さ
ら
に
「
坂
上
」
と
い
う
名
字
の
一
致
を
考
え
れ
ば
、
親
戚
同
士
で
あ
っ
た
可

能
性
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。
松
春
が
書
肆
と
し
て
出
版
し
た
書
物
は
、
前
述
の
未
達
と
の
共
著
二
冊
し
か
現
時
点
で
確
認
さ
れ
て
お
ら

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本
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ず
、
書
肆
を
本
業
と
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
松
春
が
本
を
出
版
し
た
こ
と
の
裏
に
は
、
こ
の
勝
兵
衛

の
協
力
が
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、「
坂
上
勝
兵
衛
」
な
る
人
物
は
、
右
に
あ
げ
た
『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
の
刊
記
に
確
認
で
き
る
通
り
、
同
書
の
板
元
の
一
人
で

あ
っ
た
。
ま
た
『
新
御
伽
婢
子
』
の
刊
記

天
和
三
歳

亥
九
月
上
旬

江
戸
神
田
新
革
屋
町

西
村
半
兵
衛

京
三
条
通

同

市
郎
右
衛
門

八
幡
町
通

大
津
屋
庄
兵
衛

に
名
を
連
ね
る
大
津
屋
庄
兵
衛
も
、
住
所
の
一
致
か
ら
お
そ
ら
く
こ
の
坂
上
勝
兵
衛
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
睚
。
す

な
わ
ち
『
百
物
語
評
判
』
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
二
書
の
両
方
が
、
こ
の
坂
上
勝
兵
衛
な
る
人
物
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
見
て
も
、
や
は
り
元
恕
が
手
に
し
た
西
村
本
の
怪
談
集
は
こ
う
し
た
西
村
グ
ル
ー
プ
と
の
直
接
的

な
知
縁
を
も
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お

わ

り

に

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本
の
怪
談
集
は
そ
の
内
容
に
多
く
の
共
通
点
を
含
む
こ
と
、
さ
ら
に
作
品
外
に
も
、
元
隣
・
元
恕
親
子
と
未

達
グ
ル
ー
プ
が
交
渉
を
持
っ
て
い
た
跡
が
窺
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
以
上
確
認
し
て
き
た
。
そ
の
接
点
に
は
当
然
な
が
ら
俳
諧
の
存
在
が

挙
げ
ら
れ
、
未
達
及
び
そ
の
他
の
西
村
本
書
肆
達
が
、
元
隣
・
元
恕
の
文
学
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

五
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『
百
物
語
評
判
』
本
文
中
に
は
、
元
隣
が
参
会
者
を
「
何
れ
も
さ
し
も
の
学
者
た
ち
な
れ
ば
」（
巻
二
の
四
「
箱
根
の
地
獄
并
富
士
の
山
の

三
尊
来
迎
の
事
」）
と
評
す
る
場
面
や
、
あ
る
い
は
自
作
の
狂
歌
を
披
露
す
る
場
面
（
巻
三
の
六
「
山
姥
の
事
付
一
休
物
語
并
狂
歌
の

事
」）
が
見
ら
れ
、
参
加
者
が
み
な
文
学
的
素
養
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
『
百
物
語
評
判
』
会

の
み
な
ら
ず
、
同
様
の
集
ま
り
は
他
に
も
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
、
そ
の
席
に
西
村
側
の
誰
か
が
出
席
し
て
い
た
可
能
性
も
低

く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
元
隣
・
元
恕
ら
と
の
交
流
が
西
村
側
に
文
学
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
例
え
ば
『
新
御
伽
婢
子
』
に
は
、
各
話
末
に
筆
者
に
よ
る
「
評
」
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
式
は
『
百
物

語
評
判
』
会
と
同
じ
趣
向
で
あ
る
と
言
え
る
。
逆
に
西
村
本
が
『
百
物
語
評
判
』
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
論
中
で
考
察
し
た
通

り
で
あ
る
。

冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
西
村
本
は
大
坂
の
西
鶴
に
対
抗
し
て
京
都
の
出
版
を
盛
り
立
て
た
一
代
勢
力
で
あ
っ
た
。
そ
の
活
躍
の
裏
に

は
、
元
隣
親
子
と
西
村
本
書
肆
ら
を
中
心
と
し
た
文
学
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
寛
文
か
ら
元
禄
に
か
け
て
、
上
方
の

文
化
を
活
性
化
さ
せ
る
上
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。

註盧
「
西
村
本
の
浮
世
草
子
」（『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学

第
四
巻
近
世
小
説
』
明
治
書
院

一
九
八
三
・
一
〇
）（
篠
原
進
担
当
）

盪

盧
に
同
じ

蘯

中
嶋
隆
「
西
村
市
郎
右
衛
門
未
達
の
出
版
活
動
と
没
年
の
推
定
」（『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』
若
草
書
房

一
九
九
六
・
五
）

盻
『
日
本
俳
書
大
系
一
五

俳
諧
系
譜
逸
話
集
』（
日
本
俳
書
大
系
刊
行
会

一
九
二
七
・
五
）
に
拠
る
。

眈

蘯
に
同
じ
。

眇

蘯
に
同
じ
。

眄

前
芝
憲
一
「『
百
物
語
評
判
』
の
成
立
」（『
仮
名
草
子
│
│
混
沌
の
視
覚
』
和
泉
書
院

一
九
九
五
・
二
）

眩

内
ヶ
崎
有
里
子
「『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
巻
二
「
雷
天
災
」
に
つ
い
て
│
│
『
醍
醐
随
筆
』
と
の
関
連
│
│
」『
新
し
い
国
語
教
育
の
基
層
』（
長
尾
高

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

五
六



明
先
生
華
甲
記
念
論
集
刊
行
会
編
一
九
九
六
・
八
）

眤
『
小
さ
か
つ
き
』
の
こ
の
章
段
は
、
後
に
ほ
ぼ
焼
き
直
し
の
形
で
『
百
物
語
評
判
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
巻
一
の
七
）。
そ
こ
で
は
、
元
隣
は
こ

の
論
理
を
『
性
理
大
全
』
か
ら
の
引
用
だ
と
し
て
お
り
、
事
実
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
七
の
「
雷
」
に
見
え
る
朱
子
・
程
子
の
説
と
そ
の
論
旨
は

一
致
し
て
い
る
。

眞
『
日
本
俳
書
大
系
一
五

俳
諧
系
譜
逸
話
集
』
所
収
（
日
本
俳
書
大
系
刊
行
会

一
九
二
七
・
五
）

眥

東
明
雅
「
西
村
未
達
（
市
郎
右
衛
門
）
の
研
究
」（『
可
里
婆
禰
』
信
州
大
学
文
学
研
究
会

一
九
七
二
・
二
）

眦
『
俳
諧
初
学
鐵
園
拾
遺
物
語
』（
元
禄
四
年
刊
）

江
戸
神
田
新
革
屋
町

西
村
半
兵
衛

京
三
条
通
油
小
路
東
ヘ
入
町

西
村
市
郎
右
衛
門

坂
上
甚
四
郎

『
俳
書
叢
刊

第
七
巻
』（
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
編

臨
川
書
房

一
九
八
八
・
五
）
に
拠
る

『
俳
諧
小
傘
』（
元
禄
五
年
刊
）
奥
書

江
戸
神
田
新
革
屋
町

西
村
半
兵
衛

京
三
条
通
油
小
路
東
ヘ
入
町

西
村
市
郎
右
衛
門

同
衣
棚
御
池
下
ル
町

坂
上
甚
四
郎

『
近
世
文
学
資
料
類
従

参
考
文
献
編
一
三
』（
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編

勉
誠
社

一
九
七
九
・
四
）
に
拠
る

眛

中
嶋
隆
「
西
村
未
達
と
松
春
・
高
政
」（『
大
阪
俳
文
学
研
究
会
・
会
報
』
一
九
八
六
・
二
）

眷
『
其
角
十
七
回
』
の
刊
記
に
は
「
京
御
池
通
新
町
東
江
入
町

坂
上
庄�

兵
衛
」（
傍
点
執
筆
者
）
と
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
名
前
の
表
記
が
一
文
字

違
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
述
す
る
住
所
の
一
致
か
ら
「
勝
兵
衛
」
と
こ
の
「
庄
兵
衛
」
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
刊
行
時
期
が

勝
兵
衛
の
活
躍
し
た
時
代
か
ら
大
き
く
ず
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
庄
兵
衛
」
が
勝
兵
衛
の
後
継
者
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
今

回
は
調
査
が
至
ら
な
か
っ
た
。

眸

蘯
に
拠
る

睇
『
古
典
俳
文
学
大
系

享
保
俳
諧
集
』（
集
英
社

一
九
七
二
・
一
〇
）
に
拠
る
。

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

五
七



睚

野
田
寿
雄
「
西
村
本
の
浮
世
草
子
」『
近
世
小
説
史
論
考
』（
塙
書
房
、
一
九
六
一
）
の
ご
指
摘
に
よ
る
。

使
用
テ
キ
ス
ト

『
百
物
語
評
判
』『
江
戸
叢
書
文
庫

続
百
物
語
怪
談
集
成
』（
太
刀
川
清
校
訂

国
書
刊
行
会
）

『
小
さ
か
つ
き
』
古
典
文
庫
第
二
一
一
冊
『
小
さ
か
つ
き
』（
朝
倉
治
彦
校

一
九
六
五
・
二
）

『
宗
鐵
諸
国
物
語
』
俳
諧
叢
書

第
六
編
『
俳
人
逸
話
紀
行
集
』（
佐
々
醒
雪

巖
谷
小
波
校
訂

博
文
館

一
九
一
五
・
八
）

『
新
御
伽
婢
子
』
古
典
文
庫
第
四
四
一
冊
『
新
御
伽
婢
子
』（
湯
沢
賢
之
助
編

一
九
八
三
・
六
）

本
稿
は
二
〇
〇
七
年
度
第
四
十
四
回
日
本
文
藝
学
会
大
会
（
於
四
国
学
院
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
当
日
ご
指
導
い
た
だ
い
た

先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│

『
百
物
語
評
判
』
と
西
村
本

五
八


