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西

鶴

謎

絵

考

は

じ

め

に

古
来
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
謎
々
の
遊
び
に
人
々
は
う
ち
興
じ
て
き
た
。

希
臓
テ
ー
ベ
の
丘
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
生
死
を
賭
し
た
謎
だ
て
ほ
ど
の
規
模

は
持
た
ぬ
ま
で
も
、
わ
が
国
に
て
も
か
し
こ
き
あ
た
り
を
は
じ
め
と
し
て
賤
が

伏
屋
に
至
る
ま
で
、
日
待
の
夜
な
ど
こ
の
智
的
遊
戯
に
笑
い
さ
ざ
め
く
声
が
余

所
に
洩
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
謎
々
は
あ
な
が
ち
言
葉
遊
び
の
み
に
限
ら
な
い
。
江
戸
期
に
つ

い
て
み
れ
ば
、
謎
染
の
ご
と
き
、
染
模
様
の
謎
の
意
を
寓
し
た
も
の
の
流
行
も

一
時
期
あ

っ
た
。
明
暦
以
降
に
現
わ
れ
る
、
鎌
と
輪
の
模
様
に
ぬ
の
字
を
染
ぬ

い
た
着
物
で
闊
歩
す
る
六
法
者
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
判
じ
絵
と

称
す
る
謎
絵
、
さ
と
り
絵
の
類
も
書
質
の
店
頭
を
飾
り
、
商
店
の
看
板
に
ま
で

謎
の
趣
向
が
盛
ら
れ
、
視
覚
面
で
も
謎
々
遊
び
は
行
わ
れ
て
い
た
。

は
な
し
好
き
と
し
て
知
ら
れ
る
西
鶴
の
書
に
も
謎
が
あ
る
。
謎
が
多
い
。
不

可
解
な
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『
好
色

一
代
男
』
の
目
録
の
年
立

て
な
ど
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
国
文
学
者
を
悩
ま
せ
、
更
に
他
分
野

の
学
者
ま
で
そ
の
謎
と
き
に
加
わ
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
作
者
の
錯
記
と
見
れ

ば
、
謎
は
た
ち
ま
ち
謎
で
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
作
者
の
意
図
せ
る

信

多

純

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
依
然
と
し
て
そ
れ
は
謎
で
あ
り
、
西
鶴
に
よ

っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
謎
々
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
文
中
、

「
し
る
人

は
じ
る
ぞ
か
し
」
、
「跡
口
舌
し
て
起
さ
は
ぎ
て
踏
れ
け
る
。
何
か
申
て
気
に
違

ひ
け
る
、
し
ら
ず
か
し
」
な
ど
と
表
白
す
る
が
、
こ
れ
は
一
見
叙
述
内
容
を
お

ぼ
め
か
し
た
も
の
の
よ
う
で
い
て
実
は
、
読
者
に
挑
戦
し
て
い
る
言
辞
の
ご
と

く
私
に
は
思
え
る
。

以
下
は
、
西
鶴
本
の
挿
絵
に
お
け
る
謎
だ
て
二
題
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
な

り
の
解
答
で
あ
る
。

一

『
西
鶴
織
留
』
巻
四
の
一
「家
主
殿
の
鼻
ば
し
ら
」
の
挿
絵
は
、
従
来
不
可

解
の
絵
と
さ
れ
て
い
る
。

「逆
絵
」
と

一
般
に
称
す
る
奇
妙
な
図
柄
で
あ
る
。

こ
の
図
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
実
に
種
々
の
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
ら
の
諸
説
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
図
全
体
の
理
解
の
ま
ち
ま
ち
で
あ
る

の
に
加
え
、
人
物
指
定
や
そ
の
姿
態
の
説
明
も
各
人
各
様
で
あ
る
と
い
う
興
味

あ
る
結
果
を
見
る
。
そ
の
関
係
を
判
り
易
く
す
る
た
め
表
示
し
て
み
る
と
次
の

ご
と
く
に
な
る
。
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前
方
の
庭
に
少
年
が
地
げ

つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

う
つ
俯
せ
に
な
っ
て
ゐ
る

女
は
…
恐
ろ
し
さ
に
袂
で

目
を
薇
ひ
、
わ
な
ノ
ヽ
震

へ
な
が
ら
畳
に
伏
し
た
扇

屋
の
女
一房

（水
汲
む
婢
女
）
ひ
と
り

逆
様
に
描
か
れ
て
ゐ
る
…

顔
を
右
方
の
男
に
向
け
、

男
も
こ
の
女
を
凝
視
し
た

ま
ゝ
刀
に
手
を
か
け
て
ゐ

る
。
‥
こ
の
女
こ
そ
絵
師

の
考
へ
た
逆
柱
の
怪
を
為

す
亡
霊
で
は
な
い
か

Ａ
刀
に
手
を

か
け
る
男

Ｂ
手
を
あ
げ

る
女

女
一房
の
前
方
に
は

一
人
の

鰈
が
畳
の
上
に
う
つ
む
い

て
泣
き

親
爺
が
外
を
見
つ
め
て
刀

の
柄
に
手
を
か
け

後
方
の
女
房
は
立
膝
で
両

手
を
挙
げ
、
何
物
か
を
拠

っ
た
姿

扇
屋
で
あ
り
、
こ
の
目
が

左
方
の
逆
の
女
に
注
が
れ

て
ゐ
る
所
か
ら
察
す
る
に

…
怪
異
に
対
し
て
身
構

ヘ

た
も
の
で
あ
ら
う
。

庭
の
若
者
も
、
ま
さ
に
怪

異
に
よ
っ
て
逆
立
ち
に
さ

れ
か
け
よ
う
と
し
て
ゐ
る

主
人
の
刀
の
東
に
手
を
か

け
て
ゐ
る
の
は
、
怪
異
に

対
し
て
で
あ
り

女
房
の
手
を
振
り
あ
げ
て

ゐ
る
の
は
、
物
を
拠
げ
て

ゐ
る
の
で
は
な
く
、
驚
き

の
型
の
一
つ
で
あ
る
。

脇
差
の
柄
に
手
を
掛
け
て

い
る
の
は
扇
屋
の
亭
主

傍
の
手
を
振
り
上
げ
て
驚

い

て

い

る

の

は
其

の
女

一房

う
つ
伏
し
て
い
る
女

逆
髪
の
女
は
狂
女
を
示
す

…
左
右
両
画
が
と
も
に
逆

柱
の
家
を
示
し
た
と
す
る

な
ら
ば
女
が
逆
髪
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
理
解
し
え

な
い
。
…
背
後
の
波
状
の

も
の
は
同
人
の
か
け
り
の

さ
ま
を
表
わ
し
、
狂
女
で

あ
る
こ
と
を
示
す

左
側
は
、
総
て
逆
様
に
描

か
れ
て
い
る
が
、
手
桶
を

持
っ
た
水
汲
み
女
が
逆
柱

の
怪
異
と
言
う
わ
け
で
あ

ろ
う

土
間
に
倒
れ
て
い
る
少
年

は
、
近
所
の
住
人
か
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全
体
の
画
面
構
成
か
ら
言

へ
ば
扇
屋
夫
婦
の
第

一
の

転
居
先
、
第
二
の
転
居
先

と
相
次
ぐ
不
吉
を

一
つ
に

ま
と
め
、
逆
柱
の
怪
を
主

な
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
そ

れ
に
狂
女
を
配
し
、
全
体

か
ら

一
種
無
気
味
な
雰
囲

気
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
い

ふ
の
が
絵
師
の
意
図
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か

滝
田
貞
治

「織
留
の
逆
絵
」
翁
西
鶴
襟
狙
』
昭
和
十
二
年
七
月
）

吉
江
久
弥

「『織
留
』
の
逆
絵
に
就
い
て
」
∩
国
語
』
昭
和
二
八
年
九
月
）

金
井
寅
之
助

「
西
鶴
織
留
」
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
五
年
十
月
）

宗
政
五
十
緒

「世
の
人
心
」
考

（『国
文
学
論
叢
』
昭
和
三
七
年
九
月
）

前
田
金
五
郎

『
西
鶴
織
留
』
（角
川
文
庫
昭
和
四
八
年
二
月
）

こ
れ
を
見
る
と
、
ω
扇
屋
の
親
爺

（亭
主
）
が
、
何
者
か
に
対
し
て
刀
に
手

を
か
け
身
構
え
て
い
る
と
い
う
共
通
の
理
解
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
の
人
物
に
対

し
て
解
釈
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
不
可
解
な
構
図
で
あ
る
こ

と
が
判
る
。

０
手
を
挙
げ
る
女
を
、
扇
屋
の
女
房
と
見
る
見
方
の
ほ
か
に
、気
狂
い
女
（第

二
の
転
居
先
、
醒
井
町
の
隣
家
の
狂
女
）
と
見
る
吉
江
説
が
あ
り
、
こ
の
女
が

少
年
を
抱

っ
た
と
見
る
見
方

（滝
田
・
吉
江
説
）
に
対
す
る
、
金
井

。
前
田
氏

の
驚
き
の
型
と
い
う
見
方
の
差
異
が
あ
る
。

③
う
つ
ぶ
せ
の
女
を
他
人
と
見
る
の
に
対
し
、
扇
屋
の
女
房
と
見
る
吉
江
説
、

さ
ら
に
こ
の
女
が
泣
い
て
い
る
と
見
る
滝
田
説
に
対
し
、
恐
ろ
し
さ
で
震
え
て

い
る
景
と
と
る
吉
江
説
が
あ
る
。

③
庭
か
土
間
に
倒
れ
て
い
る
少
年

（子
供
）
と
見
る
見
方
が
あ
る
と
思
え
ば
、

こ
の
少
年
は
０
の
女
に
抱
げ
つ
け
ら
れ
た
と
す
る
滝
田
・
吉
江
説
が
あ
り
、
さ

ら
に
怪
異
に
よ
っ
て
逆
立
ち
さ
れ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
す
る
金
井
説
等
々
、

右
図
に
つ
い
て
も
諸
説
紛
々
と
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
０
左
図
の
井
戸
端
の
手
桶
を
持
つ
女
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
は

ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、　
一
般
に
水
汲
み
女

（婢
女
）
と
し
て
い
る
が
、
変

っ
た
と

こ
ろ
で
は
こ
の
女
の
逆
髪
に
注
目
し
て
醒
井
町
の
狂
女

（『蝉
丸
』
等
が
連
想

さ
れ
る
と
し
て
）
と
見
る
宗
政
説
が
あ
る
。

全
体
の
構
図
と
し
て
は
、
逆
柱
の
怪
異
だ
け
の
一
状
景
と
見
る
見
方
の
金
井

両
面
に
逆
柱
の
怪
異
だ
け

が
描
か
れ
て
ゐ
る
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

右
画
は
逆
柱
の
家
、
左
画

は
醒
井
町
の
狂
女
、
と
非

連
続
で
、
か
つ
左
画
は
、

絵
師
が
描
い
た
の
は
、
今

見
る
の
と
は
上
下
が
逆
様

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
上
梓

者
が
現
在
の
左
の
画
を
上

下
逆
置
し
、
全
体
を
統

一

的
に
ま
と
め
る
た
め
に
左

右
を
入
れ
か
え
た
の
で
あ

る

逆
柱
の
怪
異
に
仰
天
し
て

い
る
状
景



。
前
田
説
が
あ
る
。
二
場
面
説
で
は
右
方
大
家
女
房
と
扇
屋
女
房
の
喧
嘩
の
体
、

左
方
逆
柱
の
家
の
体
と
す
る
滝
田
説
、
右
方
逆
柱
の
家
、
左
方
醒
井
町
の
狂
女

で
、
左
画
は
元
来
逆
様
で
あ

っ
た
も
の
と
見
る
宗
政
説
な
ど
が
あ
る
。
ま
た

一

続
き
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
二
場
面
を

一
図
に
ま
と
め
て
全
体
無
気
味
な
雰
囲

気
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
意
図
し
た
と
す
る
吉
江
説
も
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
。

諸
氏
そ
れ
ぞ
れ
に
、
従
前
の
説
を
批
判
し
て
お
ら
れ
、
こ
こ
で
一
々
に
対
し

て
批
判
す
る
煩
は
避
け
た
い
と
思
う
。
こ
の
絵
か
ら
受
け
る
ご
く
普
通
の
印
象

と
し
て
は
、　
一
番
最
近
の
前
田
説
あ
た
り
が
、
素
直
な
見
方
の
よ
う
に
私
に
は

思
え
る
。

人
物
の
説
明
が
穏
当
で
、
且
つ
両
面
で
も

っ
て

「逆
柱
の
怪
異
に
仰
天
し
て

い
る
状
景
」
と
簡
単
に
説
明
さ
れ
た
前
田
説
に
賛
意
を
表
す
る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
こ
の
本
文
に
も
見
え
な
い
逆
柱
の
怪
異
は
、
並
の
も
の
で
は
な
い
。
当
時

の
逆
柱
の
た
た
り
に
つ
い
て
の
常
識
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

諸
家
の
考
証
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
物
み
な
逆
様
に
な
っ
て
い
る
中
で
、

人
は
逆
様
で
な
い
。
そ
の
間
に
あ

っ
て
左
図
の
女
の
み
逆
様
に
な
り
髪
も
逆
立

っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
て
異
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
や
は
り
よ
り
突

っ

こ
ん
だ
解
釈
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
こ
れ
は
外
界
の
物
怪

（滝

田
説
）、　
亡
霊

（吉
江
説
）
と
す
る
説
明
や
、
逆
髪
の
狂
女
の
絵
が
書
撃
の
さ

か
し
ら
で
逆
に
彫
ら
れ
た
と
す
る
宗
政
説
、
こ
の
女

一
人
が
逆
様
な
の
で
は
な

く
、
少
年
も
逆
さ
に
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
と
す
る
金
井
説
な
ど
が
存
す
る
所
以

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
解
釈
を
私
も
諸
氏
の
駿
尾
に
付
し
て
行

っ
て
み
た
い
と
考
え

０
が
、
そ
の
前
に
一
つ
の
作
業
の
必
要
を
感
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
当
時

の
慣
習
的
見
解
を
探

っ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の

″逆
さ
の
女
″

web公開に際し、画像は省略しました



の
心
象
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
一
般
に
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
の
考
察
を
行

っ
て
み
た
い
。

二

『
因
果
物
語
』
（古
典
文
庫

『
因
果
物
か
た
り
し

平
仮
名
十

一
行
本
巻
二
の

一
「妬
て
殺
せ
し
女
主
の
女
房
を
と
り
殺
す
事
」
の
章
の
挿
絵
に
、
下
の
掲
出

図
の
ご
と
き
逆
さ
の
女
の
図
を
見
る
。平
仮
名
抄
出
本
『諸
国
ゐ
ん
く
は
物
か
た

り
』
（古
典
文
庫

『
因
果
物
語
二
し

の
そ
の
図
は
、
門
前
の
景
に
な

っ
て
い
る

が
女
の
姿
態
は
同
趣
で
あ
る
。

濃
州
の
或
る
牢
人
が
舟
で
川
を
渡
る
時
、
女
の

「足
を
上
に
な
し
て
さ
か
さ

ま
に
立
た
る
人
」
が
現
わ
れ
、
庄
屋
の
内
に
使
わ
れ
て
い
た
が
不
慮
の
妬
に
よ

り
非
分
の
死
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
舟
で
渡
し
て
欲
し
い
と
乞
う
。
更

に
庄
屋
の
間
に
至

っ
て
そ
の
午
王
屋
札
を
は
ぎ
取

っ
て
欲
し
い
と
牢
人
に
頼
み
、

内
に
入

っ
て
庄
屋
女
房
を
と
グ
殺
し
た
後
、
翌
夜
真
様
の
姿
に
な

っ
て
牢
人
の

家
に
来
た
り
礼
を
述
べ
る
。
も
と
こ
の
亡
霊
は
庄
屋
の
妾
で
、
女
房
が
妬
み
夫

の
留
守
中
下
男
に
命
じ
殺
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
の
有
様
を
本
文
は
次
の
ご
と
く

記
し
て
い
る
。

川
向
に
古
き
井
戸
の
も
と
の
有
け
る
に
　
彼
女
を
す
か
し
出
し
　
井
の
は
た

に
立
よ
り
　
古
き
井
な
れ
ど
も
水
よ
く
す
み
て
人
影
の
あ
リ
ノ
ヽ
と
み
ゆ
る

と
い
へ
ば
　
女
立
よ
り
て
の
ぞ
き
け
る
所
を
　
さ
か
さ
ま
に
つ
き
は
め
て
こ

ろ
し
　
世
に
は
身
を
な
げ
た
り
と
披
露
し
け
り

こ
の
た
め
幽
霊
と
な
り
、
つ
け
狙

っ
て
い
た
と
い
う
筋
の
話
に
添
え
ら
れ
た

括
絵
が
こ
れ
で
あ
る
。

延
宝
七
年
卯
月
刊
の
加
賀
嫁
絵
入
浄
瑠
璃
本

『他
力
本
願
記
』

（古
典
文
庫

『
古
浄
瑠
璃
集

〔大
英
博
物
館
本
ご
）
四
段
目
の
挿
絵
第
六
図
に
も

「下
女
ゆ

う
れ
い
」
と
記
さ
れ
、
逆
さ
の
女
が
現
わ
れ
る
。

出
羽
の
国
さ
ゝ
じ
ま
へ
い
ま
の
ぜ
う
な
か
ま
さ
と
い
う
武
士
の
妻
が
奇
病
に

苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
さ
ま
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

大
ね
つ
さ
ら
ず
口
ご
も
り
　
め
は
あ
き
な
が
ら
人
を
見
し
ら
す
。
あ
ま
つ
さ

へ
　
ち
か
き
比
よ
り
よ
ふ
け
人
の
し
づ
ま
る
と
。
ひ
か
り
物
と
び
入
ツ
て
と

し
や
う
じ
ひ
ゞ
き
な
り
渡
り
。
家
を
ゆ
す
る
事
あ
た
か
も
ぢ
し
ん
の
こ
と
く

也
。
病
人
お
び
へ
玉
ぎ
り
て
　
五
た
い
な
ふ
ら
ん
も
ん
ぜ
つ
す
。

そ
こ
で
、
都
よ
り
し
ん
く
う
上
人
が
こ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
招
じ
祈

っ
て
貰
お
う
と
す
る
。
す
る
と
、

「
さ
も
す
さ
ま
じ
き
女
は
う
の
　
あ
し
そ
ら

さ
ま
に
手
を
つ
い
て
　
な
げ
し
の
う
へ
に
あ
ら
は
れ
出
」
病
人
を
狙
う
が
、
上

人
の
名
号
の
威
力
で
追
い
払
わ
れ
、
遂
に
回
向
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
話
が
記
さ

web公開に際し、画像は省略しました



れ
て
い
る
。
こ
れ
は
奥
方
の
嫉
妬
ゆ
え
に
召
使
い
の
婢
女
を
罪
に
お
と
し
た
、

そ
の
怨
念
の
所
為
で
あ

っ
た
と
出
て
い
る
。

元
禄
六
年
刊
の
『念
仏
大
道
人
奇
山
上
人
之
由
来
』
η
説
経
正
本
集
　
第
三
）

と
い
う
説
経
節
の
正
本
六
段
日
に
、
上
の
掲
出
図
の
ご
と
き
挿
絵
を
見
る
。

奇
山
上
人
が
常
陸
国
板
子
村
に
来
る
と
、
夜
半
ば
か
り
に
化
生
の
女
が
門
前

よ
り
現
わ
れ
る
。

「
か
み
は
な
が
く
、
さ
か
様
に
、
あ
し
は
そ
ら
に
お
し
あ
け
、

ち
う
を
か
け
り
て
」
仏
前

へ
飛
び
来
た
っ
た
。
こ
の
女
が
上
人
の
間
に
答
え
て

身
の
上
を
語
る
。

さ
れ
は
某
は
、
む
か
し
此
寺
の
も
ん
前
に
有
し
物
な
る
が
、
わ
ら
は
か
お
つ

と
、
二
道
か
け
申
ゆ
へ
、
水
か
ら
是
を
せ
い
し
申
せ
し
を
、
お
つ
と
は
わ
ら

は
を
に
く
み
つ
ゝ
、
あ
れ
な
る
井
の
う
ち
へ
、
さ
か
様
に
お
と
さ
れ
、
む
な

し
く
成
て
候
、
そ
れ
ゆ
へ
か
れ
ら
を
取
こ
ろ
し
、
此
身
も
く
る
し
み
た
へ
や

ら
ね
は
、
た
す
か
り
た
く
ぞ
ん
し
、
ま
よ
ひ
候

へ
共
、　
へ
ん
げ
の
も
の
ぞ
と

お
ど
ろ
き
、
み
な
あ
い
は
て
申
た
り
、
あ
は
れ
と
思
召
れ
な
ば
、
た
す
け
給

へ
御
僧
と
、
ち
の
泊
を
ぞ
な
が
し
け
り

上
人
は
こ
れ
に
十
念
を
授
け
、
亡
者
は
成
仏
昇
天
す
る
と
い
う
内
容
の
箇
所

の
絵
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
一万
禄
十
二
年
大
阪
嵐
座
三
の
替
り
狂
言
『
傾

城
蓮
川
』
（近
世
文
芸
叢
刊

『
絵
入
狂
言
本
集
下
し

の
挿
絵
に
も
、
龍
に
追
わ

れ
て
水
面
を
逃
げ
る
逆
さ
の
女
の
図
が
あ
り
、
そ
こ
に

「今
川
さ
か
ゆ
う
れ
い

に
げ
る
」
と
説
明
が
あ
る
。
逆
幽
霊
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
幽
霊
は
、
悪
人
の

手
に
か
か
り
沈
め
に
か
け
ら
れ
た

一
念
で
現
わ
れ
た
と
本
文
に
見
え
て
い
る
。

以
上
の
諸
例
か
ら
自
ず
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、　
″逆
幽
霊
′
と
し
て
西
鶴

当
時
か
な
り
知
ら
れ
て
い
る
図
柄
で
あ
り
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
亡
者
の
体
な

の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
の
死
に
ざ
ま
が
、
井
や
川
に
逆
様
に
沈
め
ら
れ

web公開に際し、画像は省略しました



た
姿
、
そ
の
ま
ま
に
現
わ
れ
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

『
織
留
』
の
絵
に
再
び
戻
ろ
う
。
こ
の
慣
習
に
照
し
て
見
返
す
な
ら
ば
、
手

こ
そ
の
ば
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
れ
も
逆
幽
霊
の
一
つ
と
見
得
る
で
あ
ろ
う
。

研
究
者
諸
氏
も
、
こ
の
女
の
怪
異
性
を
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
吉
江
氏
は
、
柱
の

怪
を
為
す
亡
霊
で
あ
り
、
井
戸
と
女
に
ま
つ
わ
る
怪
談
に
縁
の
深
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
既
に
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
の
多
く
は
、
こ
の
絵
に

亡
霊
の
雰
囲
気
を
読
み
と

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
傍
の
井
に
投
げ
こ
ま
れ
て

非
業
の
死
を
遂
げ
た
女
の
怨
念
を
、
髪
の
形
や
手
桶
か
ら
流
れ
る
水
の
線
、
巻

き
上

っ
た
釣
瓶
等
の
数
々
の
無
気
味
さ
か
ら
感
得
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

吉
江
氏
は
、
こ
の
女
が
逆
柱
の
怪
を
為
す
亡
霊
で
あ
り
、
水
汲
み
の
婢
女
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
何
故
こ
の
亡
霊
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一局

屋
夫
婦
の
移
り
住
ん
だ
逆
柱
の
家
が
、
た
ま
た
ま
怪
談
の
場
で
あ

っ
た
と
い
う

だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
女
は
、
単
に
水
汲
み
の
婢
女
の
幽
霊
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
に
は
、

「
此
家
む
か
し
か
ら
逆
ば
し
ら
の
わ
ざ
と
い

ひ
て
。
夜
ノ
ヽ
虹
梁
の
崩
る
ヽ
ご
と
く
寝
耳
に
ひ
ゞ
き
て
魂
ゐ
を
う
し
な
ひ
。

け
れ
は
。
愛
に
も
又
居
か
ね
て
」
と
の
み
あ
る
の
で
あ
る
が
、
吉
江
氏
の
言
わ

れ
る
よ
う
に
彼
等
の
経
験
し
た
不
吉
を

一
つ
に
ま
と
め
全
体
か
ら

一
種
無
気
味

の
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
す
る
に
は
、
内
容
と
の
間
に
大
分
に
離

れ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

私
は
次
の
よ
う
に
こ
の
絵
を
見
る
。
こ
こ
は
逆
柱
の
怪
の
家
で
の
出
来
事
で

あ
ろ
う
。
夜
半
、
虹
梁
の
崩
る
る
ご
と
き
屋
鳴
り
に
加
え
て
、
物
皆
逆
さ
に
な

る
不
思
議
が
起
り
、
そ
し
て
井
の
傍
に
髪
を
長
く
た
ら
し
た
逆
幽
霊
が
出
現
し

た
。
眉
を
落
し
た
こ
の
年
増
の
女
性
は
、
視
線
を
扇
屋
夫
婦
に
き

っ
と
向
け
て

い
る
。
亭
主
は
こ
じ
り
を
切
り
、
女
房
は
驚
い
て
片
膝
立
て
逃
げ
出
そ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
二
人
、
逆
幽
霊
か
ら
驚
き
な
が
ら
も
目
を
そ
ら
し
得
な
い
で
い

る
。
そ
れ
は
、
二
人
が
こ
の
女
に
何
か
の
つ
な
が
り
が
あ
る
が
故
で
は
あ
る
ま

い
か
。
他
の
二
人

（近
所
の
人
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
奉
公
人
と
も
考
え
ら
れ

る
）
は
た
だ
た
だ
驚
愕
し
、
倒
れ
う
つ
む
い
て
わ
な
な
き
、
面
を
向
け
得
な
い

で
い
る
。
夫
婦
に
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
の
幽
霊
と
は
一
体
誰
人
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
扇
屋
亭
主
の
姉
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
章
を
今

一

度
読
み
返
し
て
み
よ
う
。
家
主
の
女
房
と
争

っ
た
挙
旬
、
家
を
出
な
く
て
は
な

ら
な
く
な

っ
た
夫
婦
の
間
で
、
争
い
が
起
る
。
離
縁
を
宜
告
さ
れ
た
妻
が
言
う

こ
と
ば
は
、

い
か
に
も
出
て
ゆ
く
べ
し
。
我
追
出
さ
る
ヽ
か
ら
は
そ
な
た
の
姉
御
の
頓
死

な
さ
れ
た
時
の
首
尾
を
世
間
へ
沙
汰
し
て
お
い
と
ま
申

で
あ
り
、
こ
２
百
ゆ
え
に
男
は
態
度
を

一
変
し
て
機
嫌
を
取
り
屋
移
り
を
行

っ

た
。
南
来
変
る
ご
と
に
不
吉
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
は
誇
張
と
ま
で
思
わ
れ
る

ほ
ど
の
事
件
の
連
続
で
あ

っ
た
。

一
体
、
こ
の
妻
が
握

っ
て
い
る
夫
の
弱
味
、

「
姉
御
の
頓
死
」

一
件
と
は
如
何
な
る
事
柄
で
あ

っ
た
ろ
う
。

姉
の
突
然
の
死
は
、
実
は
弟
の
所
為
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
様
は
、
井
戸

に
手
拭
手
桶
を
さ
げ
て
水
汲
み
に
行

っ
た
姉
を
、
背
後
よ
り
突
き
落
し
、
不
慮

の
出
来
事
と
世
間
を
欺
い
た
も
の
と
容
易
に
推
理
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文

末
の
夫
婦
の
別
れ
の
際
の
口
喧
嘩
の
場
と
照
応
す
る
。

其
跡
は
い
さ
か
ひ
仕
舞
に
。
を
の
れ
も
ひ
と
り
は
何
と
し
て
堪
忍
し
て
お
る

ま
い
。
を
の
れ
も
女
も
た
ず
に
お
ろ
ふ
か
、
姉
の
銀
盗
人
日
と
、
わ
め
き
別

れ
ぬ
。
ま
こ
と
に
の
け
ば
他
人
、
さ
て
も
お
そ
ろ
し
の
人
ご
ゝ
ろ
や

西
鶴
は
か
く
周
到
に
、
姉
殺
し
の
理
由
を
も
示
し
て
い
る
。
暗
に
、
こ
の
夫

婦
に
か
ら
ま
る
因
縁
ば
な
し
を
、
前
後
呼
応
す
る
形
で
設
定
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
挿
絵
は
、
逆
柱
の
家
に
お
い
て
起

っ
た
怪
異
の
一
場
面
の
体
に
も
て

な
し
、
実
は
人
に
洩
し
得
ぬ
夫
婦
の
秘
密
を
暗
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、



逆
に
言
え
ば
読
者
に
こ
の
絵
の
意
味
を
追
わ
せ
、
作
品
の
裏
に
あ
る

「
お
そ
ろ

し
の
人
ご
ゝ
ろ
」
を
読
み
取
ら
せ
る
た
め
の
こ
れ
は
謎
絵
で
は
な
か
っ
た
か
。

姉
の
事
件
を
隠
徴
に
現
わ
し
、
彼
等
に
つ
い
て
廻
る
不
運
は
実
は
因
果
の
理
に

乗
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
業
の
深
淵
を
は
っ
き
り
と
覗
か
せ
る
、
作
者
の
高
次

な
遊
び
の
姿
勢
で
あ

っ
た
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
屋
移
り
に

つ
い
て
の
警
め
、
女
の
日
の
災
い
の
基
で
あ
る
と
い
っ
た
表
面
上
の
教
訓
の
み

に
ま
ど
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
脚
色
の
妙
に
今
更
な
が
ら
感
歎
す
る
他
な
い
の
で
あ

る
が
、
か
か
る
解
釈
は
読
み
過
ぎ
と
し
て
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

三

『
西
鶴
織
留
』
は
西
鶴
の
遺
稿
で
あ
る
。
西
鶴
は
自
著
に
自
ら
挿
絵
を
描
く

か
、
少
な
く
と
も
下
絵
の
稿
を
も
の
し
て
い
た
こ
と
は
、
大
方
の
肯
定
す
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
遺
稿
の
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
彼
が
自
ら
挿
絵
の
稿

を
残
し
て
い
た
か
否
か
は
疑
間
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
遺
稿
の
中
に
は
、
彼
の

版
下
を
探
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
整

っ
た
原
稿
も
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に

は
挿
絵
も
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た

（拙
稿

「『
万
の
文
反
古
』
切
継
考
」
『
西

鶴
論
叢
し
。
そ
の
意
味
で
は
挿
絵
に
西
鶴
自
身
意
図
を
こ
め
た
と
す
る
拙
論
も

成
り
立
つ
可
能
性
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
挿
絵
も
含
め
て
残
さ
れ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
の
挿
絵
に
関
し
て
は
構
図
等
す
べ
て
他
の
絵
師
に
任
せ
て
描
か
せ
て

い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
初
期
作
品
の
動
き
の
あ
る
優
れ
た
挿
絵
群
に
比
し

て
、
遺
稿
の
そ
れ
の
多
く
は
月
並
で
あ
り
平
板
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
出

来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『織
留
』
の
場
合
、
原
稿
に
す
で
に
挿
絵
が
含
ま
れ
て

い
た
も
の
か
ど
う
か
、
そ
の
挿
絵
に
西
鶴
が
関
係
し
て
い
た
か
ど
う
か
一
切
不

明
で
あ
る
。
蒔
絵
師
源
三
郎
風
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
の
本
の
挿
絵
は
、　
一
般
に

単
調
で
あ
り
、
金
井
氏
の
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、

『
世
間
胸
算
用
』
三
ノ
三
の

絵
を
五
ノ
ニ
に
殆
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
た
り
し
て
、
絵
師
の
手
に
よ
り
付

さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
論
者
全

て
が
絵
師
の
意
図
に
よ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
の
逆
絵
に
つ
い
て
、
西
鶴
が
関

わ

っ
て
い
な
い
以
上
拙
論
は
当
然
成
り
立
ち
得
な
く
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
こ
の
絵
に
西
鶴
独
特
の
精
彩
を
感
じ
る
。
た
と
え
、

普
通
に
は
挿
絵
を
絵
師
に
任
せ
て
い
る
西
鶴
で
あ

っ
て
も
、
特
別
の
意
図
の
あ

る
場
合
、
そ
の
章
に
つ
い
て
の
み
下
絵
を
付
し
て
お
く
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
織
留
』
の
場
合
に
し
て
も
、
こ
の
一
図
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
他
に
も
下
絵
の
存
し
た
章
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
三
ノ
一
そ
の

他
お
も
し
ろ
い
構
図
の
挿
絵
も
交

っ
て
い
る
。
混
在
し
て
い
る
と
言
え
ば
、
子

細
に
検
討
す
る
と
本
書
の
挿
絵
に
は
源
三
郎
風
で
な
い
図
も
交

っ
て
い
る
こ
と

に
気
付
く
。
五
ノ
三

「具
足
甲
も
質
種
」
の
章
の
そ
れ
な
ど
明
ら
か
に
異
筆
で

あ
り
、
構
図
も
他
と

一
風
異
な
る
。
こ
の
画
風
は
、
『庵
桜
』
（貞
享
三
）
の
西

吟
落
月
庵
図
の
そ
れ
と
繋
が
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
章
は
ヨ
ご

で
あ
る
の
に
本
文
内
題
は

「
四
」
と
あ
り
、　
一
行
の
空
隙
も
そ
の
ま
ま
に
版
に

し
た
不
備
の
目
立
つ
章
で
も
あ
る
。
他
に
も
六
ノ
ニ
と
六
ノ
三
の
間
の
錯
簡
の

問
題
も
あ
り
、
本
書
の
編
集
に
際
し
て
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
遺
稿
数
種
を
取
り
合
せ
て
作

っ
た
痕
跡
が
濃
い
。
こ
の
よ
う
に
他
の
絵
師
の

挿
絵
を
伴

っ
た
稿
も
交

っ
て
お
り
、
西
鶴
の
下
絵
の
付
さ
れ
た
原
稿
も
そ
の
間

に
あ

っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

挿
絵
画
稿
の
存
在
の
可
能
性
を
想
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
考
究
す
べ

き
こ
と
は
西
鶴
が
右
に
述
べ
た
ご
と
き
趣
向
を
彼
の
他
作
品
に
お
い
て
も
採
る

と
こ
ろ
で
あ

っ
た
か
否
か
の
支
証
の
有
無
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
見
慣
れ
た
素
材

を
下
敷
に
し
、
そ
の
上
に
立

っ
て
更
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
作
意
の
あ
と
を
他
の



挿
絵
に
求
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
文
章
と
も
密
接
に
関
わ
る

よ
う
な
例
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
彼
の
浮
世
草
子
の
処
女
作

『好
色

一
代
男
』
が
好
箇
の
対
象
と
思

わ
れ
る
。
西
鶴
自
作
自
画
と

一
般
に
言
わ
れ
て
お
り
、
事
実
挿
絵
に
な
み
な
み

な
ら
ぬ
熱
意
を
傾
注
し
、
謎
の
多
い
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
が
例
示

出
来
る
な
ら
ば
強
い
支
え
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四

『
一
代
男
』
に
は
謎
め
い
た
絵
が
多
い
。
例
え
ば
、
島
田
勇
雄
氏
の

『
好
色

一
代
男
」
成
立
の
経
緯
２

と

（「文
学
」
昭
和
四
八
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、

書
き
お
ろ
し
説
否
定
の
根
拠
付
け
に
そ
の
五
ノ
五
の
挿
絵
を
め
ぐ

っ
て
の
考
察

が
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
ご
と
き
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
氏
は
三
十
九
歳
の
世

之
介
が
若
衆
髯
に
描
か
れ
て
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
悪
戯
で
な
い
限
り
そ
の

位
置
は
不
当
で
あ
る
と
し
、
世
之
介
元
服
以
前
に
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い

る
。
確
か
に
こ
の
絵
は
不
審
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
西
鶴
の
意
図
を
汲
み

取
る
立
場
も
ま
た
成
り
立
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
。
矛
盾
の
解
決
が
出
来
る
と

し
て
、
素
案
に
な
か
っ
た
と
否
定
し
去
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
西

鶴
そ
の
人
が
描
く
な
り
、
或
い
は
下
絵
を
構
想
し
た
挿
絵
に
お
い
て
、
出
版
段

階
に
お
い
て
も
こ
の
不
備
に
気
付
か
ず
済
ま
す
ほ
ど
彼
は
迂
闊
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
を
西
鶴
は
こ
め
て
い
る
と
確
信
す
る
。
但
し
、
こ

の
謎
々
は
き
わ
め
て
難
解
の
部
に
属
す
る
。
改
め
て
こ
の
謎
に
挑
戦
し
た
い
と

思
う
が
、
今
は
こ
れ
に
い
さ
さ
か
関
連
の
あ
る

一
図
を
取
り
上
げ
、
考
察
し
て

み
た
い
。

そ
の
図
と
は
、
巻
三
ノ
四
、
世
之
介
二
十
四
歳
の
章

「
一
夜
の
枕
物
ぐ
る
ひ
」

の
、下
に
掲
げ
た
挿
絵
で
あ
る
。
コ

代
男
』
全
篇
を
通
じ
て
数
指
の
内
に
入
る

傑
作
の
一
つ
と
頃
日
考
え
て
い
る
絵
で
あ
る
が
、
従
来
よ
り
こ
の
絵
は
さ
ほ
ど

問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
堀
章
男
氏
が
、
「
好
色

一
代
男
」
の
挿
絵
』
∩
武
庫

川
女
子
大
学
紀
要
」
昭
和
四

一
年
三
月
）
に
お
い
て
、
こ
の
絵
の
構
図
全
体
が

ざ
こ
寝
の
混
乱
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
お
り
、
本
文
に
忠
実
な
図
柄
と
い
え
る
が
、

細
か
い
点
で
本
文
と
の
饂
齢
も
あ
り
、
世
之
介
が
老
女
で
な
く
若
い
女
の
手
を

握

っ
て
い
る
点
な
ど
西
鶴
の
無
頓
着
さ
を
指
摘
出
来
る
と
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、

一
般
に
こ
の
絵
に
謎
め
い
た
も
の
を
感
じ
て
い
な
い
。

こ
の
絵
の
素
晴
ら
し
い
群
像
に
、
水
谷
不
倒
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
生
気
躍

動
の
気
を
私
は
感
じ
、
原
画
を
片
手
に
日
頃
楽
し
ん
で
い
た
が
、
そ
の
度
に
こ

の
絵
の
背
後
に
何
か
の
心
象
を
感
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
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か
が

一
向
に
思
い
浮
か
ば
な
い
。
そ
の
都
度
も
ど
か
し
さ
を
覚
え
な
が
ら
、
し

か
し
何
か
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
感
を
拭
え
ず
に
い
た
。
昭
和
四
十
五
年

の
某
日
、
若
い
友
人
の
Ｕ
君
と
西
鶴
の
挿
絵
に
つ
い
て
歓
談
中
、
こ
の
絵
を
展

げ
た
際

一
瞬
ひ
ら
め
い
た
も
の
が
あ
る
。
″涅
槃
図
■

永
く
無
意
識
の
中
に
探

っ
て
い
た
も
の
が
や

っ
と
像
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
釈
迦
入
滅
の
群

像
図
で
あ

っ
た
。
大
原
ざ
こ
寝
の
様
々
の
男
女
の
姿
態
裡
に
、
釈
迦
の
涅
槃
に

悲
泣
す
る
男
女
の
身
悶
え
の
体
が
重
な
り
合

っ
た
の
で
あ
る
。

涅
槃
図
、
そ
れ
は
当
時
の
人
々
に
と
り
幼
時
よ
り
馴
染
の
絵
で
あ

っ
た
。
二

月
十
五
日
涅
槃
会
に
は
、
寺
々
に
こ
の
像
を
掲
げ
追
悼
の
法
会
を
修
す
る
。
し

た
が

っ
て
筆
彩
画
や
版
画
の
涅
槃
図
は
、
現
在
に
残
る
も
の
き
わ
め
て
多
い
。

例
え
ば
版
画
に
つ
い
て
は
平
塚
運

一
氏
の

『
涅
槃
古
版
画
集
』
（彰
国
社
刊
）が
、

そ
の
概
要
を
知
る
に
好
箇
の
著
で
あ
り
、
七
十
五
図
の
多
き
を
収
録
し
て
い
る
。

し
か
し
、
た
ま
た
ま
目
に
す
る
古
版
画
は
、
殆
ど
右
の
諸
図
と
も
異
な
る
版
式

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
布
及
の
ほ
ど
は
量
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

そ
の
図
柄
に
は
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
そ
の
内
の
ど
れ
を
西
鶴
が
摂

っ
た

と
い
う
風
に
は
指
示
し
が
た
い
が
、
そ
れ
で
も
両
者
の
間
で
大
凡
の
関
係
づ
け

を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
中
央
黒
衣
の
う
つ
ぶ
せ
に
眠
る
女
は
、
大
地
に
迷
倒

し
死
人
の
ご
と
く
歎
く
法
衣
の
阿
難
尊
者
、
彼
女
の
下
に
伏
せ
る
男
は
阿
難
の

隣
に
描
か
れ
る
日
光
長
者
、
そ
の
左
の
顔
を
床
に
つ
け
う
つ
ぶ
せ
に
伏
す
女
は

愛
徳
夫
人
、
床
下
よ
り
手
を
の
ぼ
す
世
之
介
は
迦
葉
童
子
か
ま
た
は
く
き
ら
尊

者
で
も
あ
ろ
う
か
。
彼
の
前
の
頭
巾
を
か
ぶ
り
あ
ご
家
の
男
は
金
剛
力
士
で
あ

り
、
そ
の
右
あ
ご
に
手
を
あ
て
座

っ
て
眠
る
女
は
普
賢
菩
薩
と
い
っ
た
比
校
が

可
能
で
あ
る
。
文
中

「神
前
の
拝
殿
」
と
あ
る
こ
の
絵
の
舞
台
も
、
涅
槃
図
の

釈
迦
の
横
臥
す
る
宝
床
と
、
そ
の
四
周
、
東
西
南
北
各
二
本
の
娑
羅
双
樹
と
見

立
て
ら
れ
る
。　
一
枚
摺
涅
槃
図

一
般
に
は
、
床
の
前
方
を
空
け
て
側
方
と
後
方

74
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に
八
本
の
樹
を
描
く
が
、
草
子
に
描
か
れ
た
そ
の
図
は
こ
れ
を
四
本
と
し
、
あ

た
か
も
四
柱
の
ご
と
く
描
く
も
の
が
多
い

（
こ
れ
は
四
本
の
枯
れ
た
る
体
を
現

わ
す
も
の
か
）。
前
頁
左
の
掲
出
図
は
、
『無
常
重
夢
物
語
』
の
下
巻
の
図
で
あ

る
が
、
こ
の
種
の
例
は
説
経
節
正
本

『
し
や
か
の
本
地
』
の
数
種
に
も
見
る
こ

と
が
出
来
る

（『
説
経
正
本
集
第

一
し
。
翌

代
男
』
の
場
合
、
子
細
に
見
る
と

こ
の
拝
殿
の
柱
は
前
方
の
二
本
と
後
方
の
二
本
と
で
は
立
つ
所
が
異
な
り
、
後

方
分
は
地
面
に
直
接
立
つ
ご
と
く
に
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
直
観
的
に
こ
の
挿
絵
の
粉
本
を
涅
槃
図
と
感
知
し
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
西
鶴
の
改
構
に
つ
い
て
大
方
の
同
意
を
得
る
た
め
に
は
余
り
に
も

両
者
の
隔
た
り
の
大
き
い
こ
と
は
認
め
る
。
こ
の
径
路
を
更
に
埋
め
る
要
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。

再
び

『
一
代
男
』
の
挿
絵
に
一民
っ
て
画
面
を
見
る
に
、
後
方
に
七
名
の
男
性

の
中
で
た
だ

一
人
の
前
髪
の
少
年
が
あ
り
、
彼
が
く
ら
が
り
に
そ
の
手
を
捉
え

た
女
性
は
こ
れ
ま
た
画
面
八
人
の
女
の
中
で
た
だ

一
人
の
老
女
で
あ
る
。
滑
稽

軽
妙
の
筆
致
を
こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
こ
の
老
女
の
髪
形

で
あ
る
。
普
通
老
婆
の
髪
形
は
、

『
一
代
男
』
巻
三
ノ
一
の
絵
の
中
央
部
の
そ

れ
の
ご
と
く
置
綿
な
ど
を
頭
に
お
い
た
髭
で
、
こ
の
種
の
も
の
は

『
女
用
訓
蒙

図
彙
』
そ
の
他
の
書
を
閲
し
て
も
見
つ
け
る
こ
２
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
諸

書
の
挿
絵
を
探
る
と

『
堪
忍
記
』
等
の
中
国
を
舞
台
と
し
た
図
の
老
婆
に
類
似

の
髪
形
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
う
言
え
ば
こ
の
老
女
の
服
装
も
他
の
女
達
の

着
物
姿
に
比
し
、
中
国
服
的
で
あ
る
。
裾
の
黒
い
へ
り
も
ま
た
前
掲
書
等
の
漢

上
の
風
を
示
す
絵
に
頻
出
す
る
。
こ
う
し
た
点
に
当
時
の
人
で
あ
れ
ば
不
審
を

抱
い
た
に
違
い
な
い
。
巻
三
ノ
四
の
世
之
助
前
髪
の
異
様
さ
は
、
挿
絵
の
展
開

の
上
で
浮
ん
で
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
図
の
場
合
は
こ
の
図
柄
だ
け
で
気

付
く
謎
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
ま
で
近
代
の
読
者
は
挿
絵
の
無
い
本
、
ま
た

は
せ
い
ぜ
い
名
刺
程
度
の
挿
絵
で
西
鶴
本
を
読
ん
で
き
た
。
し
か
し
原
本
の
縦

二
十
糎

・
横
十
六
糎
程
の
枠
内

一
杯
に
描
か
れ
た
挿
絵

（挿
絵
と
言
う
に
は
余

り
に
も
大
き
い
。
む
し
ろ
今
日
の
絵
本
の
絵
と
い
う
べ
き
か
）
の
中
心
部
に
、

四

・
五
糎
の
大
き
さ
で
描
か
れ
た
こ
の
老
女
の
姿
態
に
、
謎
を
感
知
し
た
人
々

も
か
な
り
居
た
で
あ
ろ
う
と
見
る
の
は
私
の
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
謎
の
解
は
、
前
掲
涅
槃
二
図
の
宝
床
の
右
方
に
立
ち
釈
迦
の
足
を
頂
く

老
女
に
目
を
向
け
れ
ば
瞭
然
で
あ
る
。
彼
女
は
図
の
上
で
は
「老
女
」
「
ら
う
に

よ
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
が
、
百
歳
の
優
婆
夷
、
欝
波
戸
女
で
あ
り
、
大
衆

と
共
に
こ
の
場
に
乱
れ
入
り
、
大
い
に
哭
し
、
自
己
の
供
物
の
貧
な
る
を
歎
じ

て
落
涙
に
て
仏
足
に
汚
点
を
残
し
た

（袋
中

『
涅
槃
像
考
文
抄
し

女
性
で
あ

り
、
涅
槃
像
に
常
に
点
出
さ
れ
て
い
る
老
女
で
あ

っ
た
。

女
の
髪
形
に
つ
い
て
今

一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
図
大
原
の

里
の
ざ
こ
寝
の
体
で
あ
り
、

「庄
屋
の
内
義
娘
。
又
下
女
下
人
に
か
ぎ
ら
ず
。

老
若
の
わ
か
ち
も
な
く
」
う
ち
伏
す
景
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
画
中
の
他
の
七

人
の
髪
形
に
注
目
す
る
に
い
ず
れ
も
兵
庫
髪
の
傾
城
風
の
女
性
で
あ
る
。
到
底

里
の
女
達
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
不
審
が
立
つ
。
こ
の

こ
と
も
涅
槃
図
と
対
比
す
れ
ば
理
解
出
来
る
。
涅
槃
図
中
の
女
性
は
殆
ど
が
菩

薩
達
で
あ
り
、
そ
の
髪
は
一
様
に
所
謂
菩
薩
の
結
髪
宝
警
で
あ
る
。
そ
の
感
じ

に
近
い
髯
を
こ
こ
で
は
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

西
鶴
の
作
為
の
あ
と
を
か
く
辿

っ
た
が
、
釈
迦
入
減
の
尊
像
を
か
く
も
大
胆

に

「な
を
す
」
所
業
は
、
転
合
好
き
の
西
鶴
を
措
い
て
他
に
見
ら
れ
ぬ
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
視
点
で
調
べ
て
み
る
と
、
意
外
に
多
く
の
涅
槃
図

「な
を
し
」
の
図
が
見
ら
れ
る
。
宗
教
性
の
濃
い
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
池
上
宗

仲
館
で
の
日
蓮
涅
槃
像

一
枚
摺
（足
下
に
三
沢
日
弘
尼
を
配
す
る
）、　
一
枚
起
請

文
の
下
に
源
空
臨
終
の
図
を
描
い
た

一
枚
摺
、

『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
に
載



る
恵
果
の
入
寂
図
な
ど
を
見
出
し
得
る
。
宗
教
性
を
逸
脱
し
た
も
の
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
英

一
蝶
描
く
見
立
業
平
涅
槃
図

（文
化
財
保
護
委
員
会
保
管
）
な
ど

そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
。
衣
冠
東
帯
の
正
装
で
足
を
交
又
し
て
一
代
の
好
色

男
業
平
が
横
臥
し
、
白
い
綿
帽
子
の
老
女
公
全
二
段
つ
く
も
髪
の
女
の
見
立
か
）

が
そ
の
足
を
頂
く
。
伊
藤
若
中
の
戯
画

「野
菜
濯
集
図
」
も
見
立
浬
槃
図
の
具

開
の
中
で
も

一
き
わ
機
知
に
富
む
傑
作
で
あ
る
。
籠
を
伏
せ
た
床
上
に
横
た
わ

る
は
二
股
大
根
と
い
う
秀
抜
な
見
立
で
あ

っ
た
。
俳
聖
芭
蕉
の
終
焉
も
そ
の
徒

に
と

っ
て
は
仏
の
涅
槃
に
等
し
い
。
江
戸
寺
島
蓮
華
寺
の

「意
斎
略
画
芭
蕉
翁

臨
減
度
之
図

一
の
碑
は
、
鍬
形
意
斎
の
筆
に
か
ヽ
り
、
五
十
二
類
に
比
し
て
軽

妙
に
群
像
を
描
き
出
す
。
図
中
滑
待
の
最
た
ろ
も
の
は
、
金
剛
力
士
に
比
し
た

大
津
絵

一鬼
の
念
仏
」
で
あ
り
、
奇
奇
妙
妙
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
今

一
例
を

挙
げ
て
お
く
。
上
の
掲
出
図
が
そ
れ
て
ぁ
る
か
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
伝
統
に
乗

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、　
一
日
瞭
然
で
■
ろ
ぃ
安
政

ｔ
年
１
十
二
蔵
で
自
ら
命

を
絶

っ
た
人
代
目
団
十
郎
を
悼
ん
■
の
当
時
の
■
機
の
．
ｋ
で
あ

っ
た
め

か
く
、
西
鶴
ひ
と
り
に
と
″
モ

ら
■
、

，，一が
Ｈ

ｉｌｉ
川
の
不

‐‐
――
は
一理
綿
た
る
も

の
が
あ
る
こ
と
を
如
実
に
知
る
「

五

一
・
カ
ニ
ー
リ
円
容
の
よ
り
深
い
味
読
を
要
求
す
ろ

に　
■
■
の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
の
関

↑
Ｌ
早
■
の
も
の
の
中
で
の
楽
し
み
も
大
き
い
。
見
立
の

と
の
お
も
し
ろ
き
、
そ
の
類
似
と
離
れ
の
妙
を
辿
る
興
味

Ｌ
ン
ト
と
し
て
涅
槃
図
中
の

一
人
物
を
そ
の
ま
ま
点
出

web公開に際し、画像は省略しました



し
た
問
題
の
老
女
に
焦
点
を
絞
る
な
ら
ば
、
聖
な
る
仏
足
を
頂
く
老
女
の
手
を
、

色
を
知
り
始
め
た
ば
か
り
の
若
者
が
捉
え
る
体
に
置
換
す
る
奇
想
な
ど
、
そ
の

最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
西
鶴
は
単
に
挿
絵
の
上
の
み
で
な
く
、
文
章
に
も
こ
の
絵
と
の
連

関
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
。
ざ
こ
寝
の
状
景
描
写
も
、

『
釈
迦
の
本

地
』
・
『
釈
迦

一
代
伝
記
』
等
の
入
滅
を
人
々
が
悲
し
む
と
こ
ろ
の

「
…
も
あ
り
、

…
も
あ
り
」
と
綴
る
表
現
と
通
う
も
の
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
世
之
介
が
後
を
つ

け
契
り
を
結
ん
だ
色
白
き
変
装
の
美
女
の
言
葉
と
そ
の
後
の
叙
述
に
も
関
連
が

う
か
が
わ
れ
る
。

都
の
人
な
ら
ば
、
な
を
ゆ
る
し
給

へ
。
我
に
こ
ゝ
ろ
を
懸
し
人
か
ぎ
り
な
き

を
う
る
さ
く
。
姿
を
替
て
、
や
う
ノ
ヽ
の
が
れ
待
る
に
と
。
か
た
る
に
。
な

を
や
め
が
た
く
。　
一
世
の
約
束
し
て
。
見
す
て
な
。
捨
ま
い
。
末
は
千
と
せ

の
。
松
陰
に
木
隠
れ
。
か
ヽ
る
所

へ
。
た
く
ま
し
き
。
若
き
も
の
ゝ
。
五
人

七
人
。
又
は
。
三
四
人
震
の
か
し
こ
の
。
せ
ん
さ
く
。
此
里
の
美
人
が
み
え

ぬ
と
。
声
ノ
ヽ
に
の
ヽ
し
る
は
。
此
女
の
事
に
ぞ
あ
り
け
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
の
裏
に
、
末
世

一
代
教
主
の
如
来
の
涅
槃
の
理
と
そ
の
経
過

を
表
わ
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
無
量
無
辺
の
衆
生
済
度
の
誓
願
の
も

と
、
か
り
に
悉
達
太
子
に
化
身
し
た
久
道
実
成
の
釈
迦
仏
は
、
八
十
歳
の
寿
命

を
限
り
と
し
、
生
者
必
滅
の
機
を
現
わ
し
発
菩
提
心
を
生
ぜ
し
め
ん
と
、
娑
羅

双
樹
の
間
に
横
臥
し
、
紫
摩
黄
金
の
本
の
仏
形
を
衆
人
に
示
し
た
後
、
涅
槃
の

雲
に
隠
れ
た
ま
う
。

「末
は
千
と
せ
云
々
」
は
謡
曲
の
文
句
取
り
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
末
法
思
想
に
基
づ
く
、
正
法
時
千
年
、
像
法
時
千
年
、
末
法
時
万
年

を
懸
け
て
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
美
人
を
尋
ね
廻
る
人
々
の
影
は
、
入
滅

後
弟
子
と
共
に
は
せ
つ
け
る
迦
葉
や
迦
眈
羅
国
王
等
如
来
の
巻
属
、
摩
訂
陀
国

の
阿
閣
世
の
一
類
が
遅
参
し
悲
泣
す
る
姿
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
西
鶴
は
こ
の
章
の
内
容
も
ま
た
そ
の
挿
絵
と
照
応
さ
せ
て
い
る

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
絵
の
上
で
も
目
に
立
つ
老
女
の
一
夜
の
恋

（
そ
れ
は

正
に
狂
言

「枕
物
ぐ
る
ひ
」

の
恋
で
も
あ
る
）、
そ
れ
は
実
は
美
女
の
変
身
で

あ

っ
た
と
い
う
二
重
構
造
の
裏
に
、
更
に
釈
尊
涅
槃
の
相
を
籠
め
る
多
彩
な
構

造
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
西
鶴
の
奇
想
天
外
、
大
翼
を
拡
げ
て
と
ど
ま
る
と
こ

ろ
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
読
者

一
般
に
こ
の
作
意
を
悟
ら
し
め
楽
し

ま
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
無
理
な
注
文
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

西
鶴
自
身
も
、
こ
れ
を
積
極
的
に
趣
向
と
し
て
読
者
に
汲
み
取
ら
せ
よ
う
と

考
え
て
い
た
か
は
は
な
は
だ
疑
間
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
謎
を
投
げ
か
け
た
。

投
げ
か
け
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
決
し
て
無
頓
着
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
周

到
に
計
算
し
た
謎
だ
て
で
あ

っ
た
。

『
好
色

一
代
男
』
の
著
者
が
、
大
原
ざ
こ

寝
の
章
の
絵
と
文
の
中
に
、
涅
槃
図
の
絡
ま
る
こ
と
を
か
く
も
読
者
に
知
ら
せ

た
か
っ
た
理
由
は
一
体
何
で
あ

っ
た
か
。

『
竹
斎
』
（寛
永
刊
本
）
上
に
、
次
の
文
章
が
あ
る
。

女
は
う

一
人
立
か
へ
り
。
と
て
も
し
ぬ
べ
き
身
な
り
せ
ば
。
あ
す
ま
で
と
思

ふ
は
か
な
さ
よ
　
ゆ
ふ
さ
り
ま
い
り
て
上
人
さ
ま
と
ま
く
ら
を
な
ら
べ
て
。

ね
は
ん
成
へ
し
。
を
せ
ん
だ
く
物
も
あ
ら
ば
。
給
は
れ
や
と
て
か
へ
り
け
り
。

同
様
の

「涅
槃
」
の
例
を
浮
世
草
子
に
見
る
。
『傾
城
禁
短
気
』
（宝
永
八
年

刊
）
巻

万

一
。

そ
れ
人
と
生
れ
た
る
証
に
は
、
色
道
を
知
り
女
色
の
面
白
き
と
い
ふ
事
を
悟

る
べ
し
…
八
宗

。
九
宗
に
分
り
て
よ
り
、
さ
ま
ス
ヽ
位
に
高
下
あ
り
と
い
へ

共
、
元
は
一
つ
の
陥
穴
涅
槃
の
床
に
至
っ
て
は
、
何
れ
か
上
品
上
味
の
喜
悦

の
所
に
違
ひ
は
な
し

同
書
五
巻
目
録
。



一間
囲

―′、―
一黄
金
の
力
に
て
、
一
旦
床
の
上
へ
迎
ひ
取
ら
る
ヽ
と
い
へ
共
、
振
り

付
ら
れ
て
涅
槃
に
入
る
事
を
得
ざ
る
縁
な
き
衆
生
に
、
眸
だ
て
を
止
め
よ
と

の
教
へ
を
記
せ
り
。

こ
れ
ら
の
用
例
は
、

「涅
槃
」
に
関
房
に
お
け
る
悦
楽
の
極
を
釈
尊
の
極
楽

往
生
に
擬
し
て
言
う
義
の
存
し
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
近
世
に
あ

っ
て
は
、

大
原
の

「
み
だ
り
が
は
し
」
き
男
女
の
ざ
こ
寝
を
涅
槃
と
同

一
の
次
元
に
置
き

得
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
大
謄
な
作
意
こ
そ

『
絵
入
　
好
色

一
代
男
』
の
真

骨
頂
と
知
る
の
で
あ
る
。
聖
な
る
涅
槃
像
を
、　
一
夜
の
歓
を
楽
し
む
群
像
と
し

て
活
写
す
る
。
俗
な
る
好
色
絵
に
改
構
し
、
文
章
面
に
も
そ
れ
を
翻
案
し
て
織

り
な
す
そ
の
手
法
の
妙
に
は
た
だ
た
だ
嵯
嘆
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
西
鶴

の
奇
想
の
裏
に
同
時
に
近
世
そ
の
も
の
の
遅
し
い
息
吹
き
を
も
感
じ
る
。

む
す
び

再
び
述
べ
る
が
、
西
鶴
の
奇
想
は
一
般
の
理
解
の
遠
く
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
に
あ

る
。
清
冽
な
る
泉
の
ご
と
く
波
々
と
湧
出
す
る
発
想
の
跡
を
辿
る
の
は
至
難
で

あ
る
。
西
鶴
も
ま
た
読
者
の
能
力
を
ま
る
で
顧
み
る
こ
と
な
く
筆
を
走
ら
せ
る
。

し
か
し
、
自
ら
の
述
作
の
誇
る
べ
き
趣
意
を
、
時
に
読
者

（そ
の
範
囲
が
き
わ

め
て
問
題
に
な
る
が
）
に
知
ら
せ
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
。
そ
の
時
読
者
に
も

目
を
向
け
、
助
け
を
与
え
る
。
そ
れ
は
多
く
謎
絵
の
形
を
と

っ
て
現
わ
れ
て
い

る
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
正
に
、

「
じ
る
人
は
じ
る
ぞ
か
し
」
と
つ
ぶ
や
く
所

以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
創
作
態
度
か
ら
し
て
は
、
そ
の
当
時
の
人
々
に
し
て
も
ご

く

一
部
を
除
い
て
は
到
底
よ
く
理
解
し
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
踵
を
接
し

て
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
師
宣
描
く

『
世
之
介
　
好
色

一
代
男
』
で
は
、
西
鶴
の

作
意
を
掴
み
得
ず
無
残
に
改
窟
し
て
了

っ
て
い
る
。
謎
の
老
女
は
平
凡
な
純
日

本
風
の
老
婆
に
変

っ
て
い
る
。
恐
ら
く
謎
め
い
た
も
の
は
感
じ
て
も
、
そ
の
意

味
を
理
解
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『
織
留
』
の
正
徳
二

年
再
版
本
で
は
、
逆
幽
霊
の
姿
を
削

っ
て
了

っ
た
。
書
難
側
の
無
用
の
さ
か
し

ら
が
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
意
図
は
一
般
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

近
時
、
西
鶴
の
挿
絵
に
つ
い
て
も
、
先
達
の
後
を
追

っ
て
研
究
す
る
者
が
増

加
し
つ
つ
あ
る
。
更
に
よ
り
深
い
意
味
を
挿
絵
か
ら
読
み
と
ろ
う
と
す
る
論
稿

も
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
若
木
太

一
（『
西
鶴
名
残
の
友
』
挿
絵
考
）
・

井
上
敏
幸

翁
本
朝
二
十
不
孝
』
の
方
法

・
『
忍
び
扇
の
長
腎
』
の
方
法
）
。
松
原

秀
江

（
西
鶴

『
一
代
男
』
の
好
色
）
等
の
諸
氏
の
業
績
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う

し
た
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
西
鶴
の
絵
と
文
の
相
関
性
を
徐
々
に
固
め
て

ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

西
鶴
は
文
章
の
構
想
に
際
し
て
、
挿
絵
も
同
時
に
構
想
し
、
文
が
挿
絵
を
決

定
付
け
て
ゆ
く
の
み
な
ら
ず
、
挿
絵
の
世
界
か
ら
想
像
の
翼
を
拡
げ
て
文
章
を

も
包
み
こ
む
。
つ
ま
り
両
者

一
体
し
て
の
創
作
の
過
程
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
少

な
く
と
も

『
絵
入
　
好
色

一
代
男
』
に
お
い
て
は
そ
の
姿
勢
が
顕
著
に
う
か
が

え
る
こ
と
を
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た

一
例
を

以
て
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
承
知
し
て
い
る
。

『
一
代
男
』
の
中

に
は
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
老
女
と
同
じ
体
の
女
を
点
出
し
、
謎
を
投
げ
か
け

て
い
る
箇
所
が
今

一
箇
所
あ
る
。
巻
ニ
ノ
七

「う
ら
屋
も
住
所
」
の
章
で
あ
る
。

こ
の
所
で
も
同
様
の
作
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
改
め
て
こ
れ
も
扱

っ
て
み
た
い
。

ま
た
、
全
体
構
成
の
中
で
巻
三
ノ
四
が
大
原
ざ
こ
寝
の
場
に
設
定
さ
れ
る
事
由

等
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
西
鶴
の
少
な
く
と
も
初
期
浮
世
草
子

の
理
解
に
際
し
て
は
、
そ
の
挿
絵
も
共
に
光
を
当
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を



提
言
す
る
に
と
ど
め
る
。

そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
ま
た
同
時
に
き
わ
め
て
楽
し
い
も
の
で

も
あ
る
。
正
し
く

『
一
代
男
』
跛
文
の
、

「
…
転
合
書
の
あ
る
を
取
集
て
荒
猿

に
う
つ
し
て
稲
日
を
挽
葉
口
鼻
に
読
て
き
か
せ
侍
る
に
鯉
謗
田
よ
り
開
あ
が
り

大
笑
ひ
止
ず
鍬
を
か
た
げ
て
手
放
つ
ぞ
か
し
」
を
地
で
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
戯
文
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
の
は
愚
か
し
い
。
葉
口
鼻
に
読
み
聞

か
せ
た
だ
け
で
は
偉
大
な
転
合
書
の
こ
の
笑
い
は
汲
み
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
に
は
仲
間
を
前
に
し
て
講
釈
し
て
作
意
の
種
明
し
に
打
ち
興
じ
る
西
鶴
の
姿

と
、
瞬
間
人
々
の
間
に
湧
き
起
る
溜
息
と
哄
笑
を
こ
の
文
間
に
感
じ
と
る
。
そ

れ
は
丁
度
、

「殊
に
頃
の
座
懐
紙
、
放
埓
の
雲
を
つ
か
ひ
、
四
十
五
句
五
十
句

は
遊
女
の
噂
、
歌
舞
伎
芝
居
の
風
情
、
残
る
四
十
句
は
博
突
わ
ざ
、
喰
物
等
、

抜
脱
、
こ
ゝ
ろ
行
の
付
か
た
と
て
其
座
に
一
人
も
聞
え
ず
、
我
計
う
な
づ
き
て

一
句
ノ
ヽ
に
講
釈
、　
大
笑
ひ
よ
り
外
な
し
ご

（『
大
矢
数
』
跛
）
の
状
景
と
重

な
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

（附
記
）

本
稿
を
な
す
に
際
し
、
北
小
路
健

。
三
井
淳
生

。
片
桐
洋

一
の

諸
氏
に
資
料
面
で
御
配
慮
を
賜
わ
っ
た
。
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
助
教
授
）
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