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る
イ
マ
ジ
ネ
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シ
ョ
ン

　
　
　
―
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
梅
若
丸
と
親
子
と
い
う
モ
チ
ー
フ

佐
伯
　
順
子

同
志
社
大
学
大
学
院
教
授

カ
リ
ス
マ
性
を
暗
示
す
る
。

　

後
に「
隅
田
川
も
の
」と
し
て
展
開
す
る
一
連
の
芸
能
の
な
か
で
、

同
じ
梅
若
伝
説
に
基
づ
く
歌
舞
伎
で
は
、
少
年
の
夭
折
美
を
よ
り

生
々
し
く
演
出
す
る
が
、能
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
表
現
は
そ
れ
を
し
な
い
。

し
か
し
、
業
平
の
東
下
り
の
例
を
ひ
き
な
が
ら
、「
わ
ら
は
も
東ア

ズ
マに

思
ひ
子
の
、
行
方
を
問
ふ
は
同
じ
心
の
、
妻
を
忍
び
子
を
尋
ぬ
る

も
、
思
ひ
は
同
じ
恋
路
な
れ
ば
…
」と
口
に
さ
れ
る
母
の
思
い
は
、

息
子
へ
の
愛
を
妻
へ
の
恋
と
同
一
視
す
る
、
あ
や
う
い
ほ
ど
熱
い

少
年
へ
の
思
い
入
れ
を
吐
露
し
て
い
る
。

　
「
少
年
」と
い
う
存
在
が
日
本
の
文
化
史
に
お
い
て
、
中
世
稚

児
物
語
か
ら
現
代
の
B
L
漫
画
、
さ
ら
に
は
芸
能
界
の
ア
イ
ド
ル

文
化
に
至
る
ま
で
、
男
女
を
問
わ
ぬ
フ
ァ
ン
の
憧
憬
の
的
で
あ
り

続
け
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、梅
若
丸
へ
の
情
愛
が「
恋
」と
表
現

さ
れ
る
の
も
、
少
年
を
め
ぐ
る
日
本
的
な
心
性
の
一
端
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
母
と
息
子
の
間
の
エ
ロ
ス
的
と
さ
え
み
え
る
愛
情
は
、

谷
崎
潤
一
郎
や
泉
鏡
花
な
ど
、
近
代
文
学
に
も
好
ま
れ
た
モ
チ
ー
フ

で
あ
り
、
特
に『
隅
田
川
』の
母
子
は
、「
母ハ

ワ
イ
チ
ニ
ン

一
人
に
添
ひ
奉
り
て

候
を
…
」と
、い
わ
ゆ
る
シ
ン
グ
ル
・
マ
ザ
ー
の
家
族
で
あ
る
か
ら
、

お
互
い
を
支
え
に
す
る
思
い
も
ひ
と
し
お
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
隅
田
川
』は
、ブ
リ
テ
ン
の
オ
ペ
ラ『
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
』

に
翻
案
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
オ
ペ
ラ
と
い
う
芸
能
は

確
か
に
、
楽
劇
と
い
う
点
で
は
能
と
の
形
式
的
共
通
性
が
あ
る

も
の
の
、
親
子
の
絆
よ
り
も
、
恋
愛
や
夫
婦
と
い
っ
た
男
女
の
横
の

絆
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。『
さ
ま
よ
え
る
オ
ラ
ン
ダ
人
』

す
る
繊
細
な
少
年
像
を
、
観
客
に
想
起
さ
せ
る
。
謡
曲『
隅
田
川
』

で
、
梅
若
丸
が
実
際
に
登
場
す
る
の
は
終
幕
近
く
で
あ
り
、
し
か
も

す
で
に
こ
の
世
に
は
い
な
い
亡
霊
の
姿
で
あ
る
。
演
出
に
よ
っ
て

は
姿
を
み
せ
ず
、
声
し
か
登
場
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、

詞
章
に
梅
若
丸
の
容
姿
に
つ
い
て
の
詳
し
い
描
写
も
な
い
の
で
、

ジ
ャ
ニ
ー
ズ
・
ア
イ
ド
ル
の
よ
う
な
イ
ケ
メ
ン
の
少
年（
？
）だ
っ
た
か

ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

だ
が
、「
こ
ぼ
れ
か
ゝ
り
た
る
鬢
の
は
つ
れ
よ
り
、に
ほ
や
か
に

ほ
の
か
な
る
顔
ば
せ
、
露
を
含
め
る
花
の
曙
、
風
に
従
へ
る
柳
の

夕
景
色
…
」（『
鳥
部
山
物
語
』
）と
、
日
本
の
中
世
文
学
に
お
い
て
、

少
年
の
美
貌
は
極
め
て
耽
美
的
に
描
写
さ
れ
る
の
が“
お
約
束
”

で
あ
り
、
世
阿
弥
そ
の
人
の
稚
児
と
し
て
の
側
面（
松
岡
心
平『
宴
の

身
体
』）も
思
い
お
こ
せ
ば
、『
隅
田
川
』の
能
も
ま
た
、日
本
文
化
史
に

お
け
る「
少
年
」と
い
う
存
在
の
カ
リ
ス
マ
性
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
な
か
ろ
う
。

　

少
年
の
死
を
、
表
向
き
は
悲
劇
と
し
て
描
き
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と

が
少
年
と
い
う
存
在
の
非
現
実
性
、
幻
想
的
カ
リ
ス
マ
性
を
示
唆

す
る
―
―
つ
ま
り
、『
隅
田
川
』の
表
層
上
の
主
人
公
が
、子
を
探
す

母
親
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
根
底
に
お
い
て
こ
の
曲
を
支
え
る
核
と

な
っ
て
い
る
影
の
主
人
公
は
梅
若
丸
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
少
年
」

と
い
う
存
在
に
日
本
人
が
連
綿
と
託
し
て
き
た
宗
教
的
、
美
的

（
ワ
ー
グ
ナ
ー
）や『
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ
』（
同
）の
父
と
娘
、『
魔
笛
』

（
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
）の
母
と
娘
の
よ
う
に
、
父
子
関
係
や
母
子
関
係
が

描
き
こ
ま
れ
る
例
も
少
な
く
は
な
い
が
、
愛
着
を
描
く
と
い
う

よ
り
も
価
値
観
の
対
立
や
葛
藤
が
前
面
に
出
る
。『
リ
ゴ
レ
ッ
ト
』

（
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）の
主
人
公
（
父
）の
娘
へ
の
愛
情
は
深
い
が
、
娘
に
対

し
て
家
父
長
的
な
束
縛
も
み
せ
る
。

　

逆
に
日
本
の
芸
能
で
は
、
親
か
ら
子
へ
の
愛
着
、
特
に「
葛
の
葉

子
別
れ
」（『
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
』
）の
よ
う
に
、
母
か
ら
息
子
へ
の
愛
情

表
現
が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
都
か
ら
は
る
ば
る
息
子
を
求
め

て
東
下
り
を
す
る
シ
テ
の
姿
は
、
そ
う
し
た
文
化
的
嗜
好
の
表
現

で
も
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
探
さ
れ
る
子
供
は
息
子
が
多
い
が
、

娘
を
探
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
、ふ
と
思
う
。

　

能
楽
師
で
あ
っ
た
祖
母
が
、
神
戸
の
上
田
能
楽
堂
で『
隅
田
川
』

を
演
じ
た
際
、
ま
だ
子
供
で
あ
っ
た
私
の
心
に
も
、
亡
く
な
っ
た

息
子
を
し
の
ぶ
母
の
思
い
は
痛
切
に
刻
ま
れ
た
。
そ
の
娘
で
あ
っ
た

私
の
母
は
、
素
人
と
し
て
の
稽
古
で
謡
と
仕
舞
を
た
し
な
ん
で

い
た
が
、
自
宅
で
私
に
よ
く
冗
談
ま
じ
り
に
、「
母ハ

ワ

に
て
ま
し
ま

す
か
と
」
っ
て
言
っ
て
ご
ら
ん
」と
、
終
幕
の
子
方
の
台
詞
を
言
わ

せ
た
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
さ
す
が
に
な
く

な
っ
た
が
、
今
思
え
ば
、
子
供
と
の
絆
を
確
か
め
た
い
親
心
で
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
―
―
。

   　

付
記
：
謡
の
詞
章
は
金
剛
流
謡
本『
隅
田
川
』に
従
い
、句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。

　

日
本
中
世
の
稚
児
物
語
に
描
か
れ
る
少
年
た
ち
の
命
は
、ひ
と
し

な
み
に
は
か
な
い
。『
秋

あ
き
の
よ
の
な
が
も
の
が
た
り

夜
長
物
語
』の
稚
児
・
梅
若
は
、桜
の
花
と

み
ま
が
う
絶
世
の
美
少
年
で
あ
る
が
、
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
う
え
、

最
後
に
は
瀬
田
の
唐
橋
か
ら
身
を
投
げ
て
若
い
命
を
散
ら
す
。

　

他
の
稚
児
物
語
で
も
、
稚
児
は
病
死
等
で
夭
折
す
る
が
、
そ
れ
は

必
ず
し
も
悲
劇
を
意
味
し
な
い
。
少
年
た
ち
の
容
姿
は
決
ま
っ
て
、

桜
の
散
り
や
す
さ
と
重
ね
ら
れ
、
は
か
な
い
か
ら
こ
そ
極
上
の

美
で
あ
る
と
賛
美
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
少
年
こ
そ
が
観
音
の

化
身
で
あ
る
と
、宗
教
的
な
崇
拝
の
対
象
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
“
美
人
薄
命
”
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
よ
う
に
、
美
人
の
死
を

悲
劇
化
す
る
舞
台
芸
術
は
、
オ
ペ
ラ『
椿
姫
』（
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）や『
ラ
・

ボ
エ
ー
ム
』（
プ
ッ
チ
ー
ニ
）の
よ
う
に
西
洋
に
も
例
が
あ
る
が
、日
本
の

文
学
や
芸
能
に
お
い
て
は
、
少
年
、
特
に
美
少
年
の
死
が
、
読
者
や

観
客
の
あ
わ
れ
を
誘
い
、こ
の
世
の
無
常
を
悟
ら
せ
る
モ
チ
ー
フ
と

し
て
好
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
漫
画『
ト
ー
マ
の
心
臓
』（
萩
尾
望
都
）や

『
風
と
木
の
詩
』（
竹
宮
惠
子
）に
も
み
ら
れ
る
、日
本
の
文
化
史
上
、

驚
く
ほ
ど
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
な
の
で
あ
る
。

　
『
隅
田
川
』の
梅
若
丸
の
死
は
、
能
舞
台
で
実
際
に
演
じ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
も
の
の
、「
こ
の
人
習
は
ぬ
旅
の
疲
れ
に
や
、
路
次

よ
り
以
っ
て
の
外
に
違イ

レ
イ例
し
…
」と
の
一
節
は
、
痛
ま
し
く
も
夭
折
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