
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
咄
の
創
作

｜
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て
｜

宮

澤

照

恵

目

次

一

は
じ
め
に

二

典
拠
論
を
め
ぐ
っ
て

イ
）
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話

ロ
）
『
醍
醐
随
筆
』
と
口
承
類
話

三

何
故
ヤ
モ
リ
な
の
か

イ
）

ヤ
モ
リ
の
象
徴
す
る
も
の

ロ
）

ヤ
モ
リ
と
イ
モ
リ

ハ
）

表
記
と
作
為

ニ
）

守
宮
と
怪
異
と
の
結
び
付
き

四

何
故
御
所
方
が
舞
台
な
の
か

五

見
顕
わ
し
を
担
う
女
大
工

イ
）

女
大
工
は
実
在
し
た
か

ロ
）

英
雄
説
話
の
利
用
と
そ
こ
か
ら
の
飛
躍

ハ
）

二
極
対
立
構
造

ニ
）
「
戻
り
橋
」
に
住
む
女

六

お
わ
り
に

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
一
の
二
「
見
せ
ぬ
と
こ
ろ
は
女
大
工
」
を
取

り
上
げ
、
西
鶴
の
た
く
ら
み
と
い
う
視
点
か
ら
そ
の
創
作
方
法
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
話
に
つ
い
て
は
、
先
に
奥
様
に
妖
物
が
襲
い
か
か
る
怪
異
の
場
面
を
取
り
上

げ
、
妖
物
の
姿
形
に
見
ら
れ
る
怪
異
離
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
新
た
な
読
み
を
提

示
し
た
こ
と
が
あ
る
（『
西
鶴
挑
発
す
る
テ
キ
ス
ト
』
所
収
「
西
鶴
こ
の
一

⑴行
」、

以
下
で
は
「
前
稿
」
と
す
る
）。
同
じ
題
材
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿

）
一
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は
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
検
討
し
な
が
ら「
守
宮
」・「
御
所
方
」・「
女
大
工
」と
い
っ

た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
持
つ
意
味
を
検
証
し
、
西
鶴
の
手
法
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
前
稿
を
敷
衍
し
て
述
べ
る
面
を
持
つ
。
資
料
以
外
の
箇
所
で
は
一
部
重
複

す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
了
と
さ
れ
た
い
。

「
見
せ
ぬ
と
こ
ろ
は
女
大
工
」の
全
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
但
し
表
記
を
一

部
改
め
、
便
宜
上
全
体
を
Ａ
〜
Ｆ
の
六
つ
に
分
け
た
。

Ａ

道
具
箱
に
は
、
錐
・
鉋
・
す
み
壷
・
さ
し
か
ね
、
顔
も
三
寸
の
見
直
し
、

中
び
く
な
る
女
房
、
手
あ
し
た
く
ま
し
き
大
工
の
上
手
に
て
、
世
を
渡
り
、

一
条
小
反
橋
に
住
け
る
と
也
。
都
は
広
く
、
男
の
細
工
人
も
あ
る
に
、
何
と

て
女
を
雇
け
る
ぞ
。
さ
れ
ば
御
所
方
の
奥
つ
ぼ
ね
、
忍
び
返
し
の
そ
こ
ね
、

ま
た
は
窓
の
竹
う
ち
か
へ
る
な
ど
、
す
こ
し
の
事
に
男
は
吟
味
も
む
つ
か
し

く
、
是
に
仰
せ
付
け
ら
れ
け
る
と
也
。

Ｂ

折
ふ
し
は
秋
も
す
ゑ
の
、
女
郎
達
案
内
し
て
、
彼
大
工
を
紅
葉
の
庭
に
め

さ
れ
て
、
御
寝
間
の
袋
棚
、
ゑ
び
す
大
黒
殿
迄
、
急
ひ
で
打
は
な
せ
と
申
わ

た
せ
ば
、
い
ま
だ
新
し
き
御
座
敷
を
こ
ぼ
ち
申
御
事
は
と
尋
ね
奉
れ
ば
、

Ｃ

不
思
議
を
立
る
も
断
也
。
す
ぎ
に
し
名
月
の
夜
、
更
行
迄
奥
に
も
御
機
嫌

よ
く
お
は
し
ま
し
、
御
う
た
た
ね
の
枕
ち
か
く
、
右
丸
・
左
丸
と
い
ふ
二
人

の
腰
本
と
も
に
、
琴
の
つ
れ
引
、
此
お
も
し
ろ
さ
、
座
中
眠
を
覚
し
て
あ
た

り
を
見
れ
ば
、

Ｄ

天
井
よ
り
四
つ
手
の
女
、
顔
は
乙
御
前
の
黒
き
が
ご
と
し
。
腰
う
す
び
ら

た
く
、
腹
這
に
し
て
奥
様
の
あ
た
り
へ
寄
と
見
へ
し
が
、
か
な
し
き
御
声
を

あ
げ
さ
せ
ら
れ
、
守
刀
を
持
て
ま
い
れ
と
仰
け
る
に
、
お
そ
ば
に
有
し
蔵
之

助
と
り
に
立
間
に
、
其
面
影
消
て
御
夢
物
語
の
お
そ
ろ
し
。
我
う
し
ろ
骨
と

お
も
ふ
所
に
大
釘
を
う
ち
込
と
お
ぼ
し
め
す
よ
り
、
魂
き
ゆ
る
が
ご
と
く
な

ら
せ
ら
れ
し
が
、
さ
れ
ど
も
御
身
に
は
何
の
子
細
も
な
く
、
畳
に
は
血
を
流

し
て
有
し
を

Ｅ

祇
園
に
安
倍
の
左
近
と
い
ふ
、
う
ら
な
ひ
め
し
て
見
せ
給
ふ
に
、
此
家
内

に
、
わ
ざ
な
す
し
る
し
の
有
べ
し
と
申
に
よ
っ
て
、
残
ら
ず
改
む
る
也
。
用

捨
な
く
そ
こ
ら
も
う
ち
は
づ
せ
と
、
三
方
の
壁
斗
に
な
し
て
、
な
を
明
障
子

迄
は
づ
し
て
も
何
の
事
も
な
し
。

Ｆ

心
に
掛
る
物
は
是
な
ら
で
は
と
、
ゑ
い
ざ
ん
よ
り
御
き
ね
ん
の
札
板
お
ろ

せ
ば
、
し
ば
し
う
ご
く
を
見
て
、
い
づ
れ
も
お
ど
ろ
き
、
壱
枚
づ
つ
は
な
し

て
見
る
に
、
上
よ
り
七
枚
下
に
、
長
九
寸
ば
か
り
の
屋
守
、
胴
骨
を
金
釘
に

と
ぢ
ら
れ
、
紙
程
薄
な
り
て
も
活
て
は
た
ら
き
し
を
、
其
ま
ま
煙
に
な
し
て
、

其
後
は
何
の
と
が
め
も
な
し
。

こ
の
咄
で
西
鶴
は
、
一
般
の
人
の
知
る
こ
と
の
な
い
御
所
方
の
奥
向
き
に
場
を

設
定
し
て
守
宮
の
怪
を
描
き
、「
女
大
工
」と
い
う
珍
し
い
職
業
を
取
り
合
わ
せ
て
、

そ
の
女
大
工
に
見
顕
わ
し
の
役
を
担
わ
せ
て
い
る
。
全
体
の
枠
組
み
と
し
て
は
、

伝
統
的
な
「
英
雄
に
よ
る
化
け
物
退
治
」
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ

う
。以

下
で
は
、
右
の
構
想
が
担
う
意
味
を
探
り
な
が
ら
、
改
め
て
一
編
を
読
み
解

き
、
本
話
に
込
め
ら
れ
た
「
西
鶴
の
た
く
ら
み
」
に
迫
り
た
い
と
思
う
。
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二

典
拠
論
を
め
ぐ
っ
て

本
話
は
、『
諸
国
は
な
し
』一
書
の
中
で
も
比
較
的
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
咄
で
あ
る
。
典
拠
に
関
す
る
論
考
が
多
い
中
で
、「
生
き
物
が
金
釘
に
閉
じ
ら
れ

て
も
生
き
て
い
た
」
と
い
う
興
味
の
中
心
を
な
す
奇
談
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
類

話
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
本
話
の
原
拠
と
見
做
す
説
が
定
着
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
後
藤
興
善
氏
が「『
古
今
著
聞
集
』と
西
鶴
説
話
」（『
西

鶴
研
究

⑵二
』）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
、『
古
今
著
聞
集
』
の
「
渡
辺
の
薬
師
堂
に

て
大
蛇
釘
付
ら
れ
て
六
十
余
年
生
き
た
る
事
」
と
い
う
話
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

宗
政
五
十
緒
氏
が
こ
れ
に
付
け
加
え
る
形
で
提
示
さ

⑶

れ
た
、『
醍
醐
随
筆
』
の
「
百

足
が
護
摩
札
の
下
に
釘
で
打
ち
付
け
ら
れ
な
が
ら
二
十
余
年
生
き
て
い
た
」
と
い

う
記
事
で
あ
る
。
始
め
に
、
こ
の
二
つ
の
典
拠
論
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

イ
）
『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話

ま
ず
、『
古
今
著
聞
集
』の
説
話
を
原
拠
と
す
る
後
藤
説
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ

は
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
二
十
に
連
続
し
て
置
か
れ
た
二
つ
の
話
（
夢
中
の
怪
を
描

い
た「
摂
津
国
ふ
き
や
の
下
女
昼
寝
せ
し
に
大
蛇
落
懸
か
る
事
」、
及
び
当
該
の
生

き
物
の
奇
談
「
渡
辺
の
薬
師
堂
に
て
大
蛇
釘
付
ら
れ
て
六
十
余
年
生
き
た
る
事
」）

が
、
そ
の
ま
ま
本
話
の
中
心
話
材
と
重
な
る
こ
と
に
注
目
し
、
西
鶴
が
こ
の
二
話

を
基
に
し
て
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
を
創
作
し
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本

話
の
骨
組
み
が
十
全
に
説
明
で
き
る
た
め
疑
念
を
挟
む
余
地
が
な
く
、
以
降
、
諸

注
釈
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

⑷た
。
ま
た
本
話
の
作
品
論
・
典
拠
論
も
、
同
説

を
土
台
と
し
て
展
開
し
て
き
た
側
面
が
あ

⑸る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
筆
者
は
、「
近﹅
年﹅
諸
国
は
な
し
」と
銘
打
っ
て
新
し
い
諸
国
は
な
し
を
書

こ
う
と
し
て
い
た
西
鶴
が
、
咄
の
創
作
に
あ
た
っ
て
、
先
行
説
話
集
の
連
続
し
て

置
か
れ
た
二
編
を
こ
こ
ま
で
あ
か
ら
さ
ま
に
利
用
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴

な
疑
問
を
拭
い
き
れ
な
い
。
意
外
な
も
の
を
結
び
つ
け
る
着
想
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

い
っ
た
も
の
が
、
西
鶴
の
咄
作
り
の
原
動
力
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
疑
問

は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、後
藤
説
に
は
書
承
年
時
の
問
題
が
残
る
。『
古
今
著
聞
集
』

の
刊
行
年
次
が
元
禄
三
年
ま
で
下
る
か
ら
で
あ
る
（
近
世
初
期
の
写
本
も
何
点
か

報
告
さ
れ
て
は
い
る
が
、
西
鶴
本
人
或
い
は
近
辺
の
誰
彼
が
『
著
聞
集
』
の
写
本

を
所
持
し
て
い
た
確
証
は
薄
い
）。

そ
の
後
、
佐
竹
昭
弘
氏
に
よ
っ
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
古
今
著
聞
集
』
の

両
書
か
ら
一
四
六
話
を
抜
粋
し
た
『
昔
物
語
治
聞
集
』（
貞
享
元
年
刊
）
が
紹
介
さ

れ
⑹た

。
本
話
の
原
拠
と
見
做
さ
れ
た
上
記
の
二
編
は
、
巻
一
の
十
五
に
「
く
ち
な

は
針
に
お
そ
れ
し
事
」
と
し
て
、
巻
二
の
十
に
「
薬
師
堂
の
く
ち
な
は
の
事
」
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
藤
江
峰
夫
氏
は
、
こ
の
書
と
本
話
と
の
関

係
に
言
及
さ
れ
、
本
話
の
原
拠
を
上
記
『
古
今
著
聞
集
』
の
二
話
と
見
做
し
た
上

で
、
直
接
の
摂
取
は
『
昔
物
語
治
聞
集
』
に
よ
る
と
考
え
る
方
が
無
理
が
な
い
と

さ
れ

⑺た
。

藤
江
氏
の
補
説
に
よ
っ
て
、『
古
今
著
聞
集
』原
拠
説
は
確
定
し
た
か
に
見
え
る
。

だ
が
、
果
た
し
て
書
承
年
時
の
問
題
は
氷
解
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
に
問
題
点
を
挙
げ
、
再
検
討
し
て
お
き
た
い
。

管
見
の
範
囲
で
は
、『
昔
物
語
治
聞
集
』
は
「
貞
享
元
年
十
一
月
十
六
日

川
島

平
兵
衛

八
尾
清
兵
衛

開
版
」
の
刊
記
を
持
つ
も
の
が
早

⑻い
（
国
会
図
書
館
蔵

本
・
伊
達
文
庫
蔵
本
）。
一
般
に
、
刊
記
に
記
載
さ
れ
た
年
時
と
実
際
の
発
売
日
と
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の
関
係
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
八
尾
の
よ
う
に
実
績
の
あ

⑼る
版
元
が
日
付

ま
で
明
示
し
て
い
る
場
合
、
両
者
が
大
き
く
隔
た
る
こ
と
は
な
い
と
推
測
す
る
。

一
方
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
刊
記
は
、「
貞
享
二
年
正
月
吉
日
」
と
あ
る
。「
正

月
吉
日
」
の
範
囲
を
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
巻
五
最
終
章
「
銀
が
お
と
し
て
有
」
は
、「
棟
に
む
ね
門
松
を
立
、
広
き
御

江
戸
の
、
正
月
を
か
さ
ね
け
る
」
と
い
う
文
言
で
閉
じ
ら
れ
る
。
浮
世
草
子
が
祝

言
で
終
わ
る
こ
と
は
常
套
と
は
言
え
、
こ
の
文
言
に
は
正
月
刊
行
を
視
野
に
入
れ

た
西
鶴
の
意
識
が
窺
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
刊
記
の
背
景
に
は
、
図
１
に
示
す

よ
う
に
床
の
間
飾
り
が
描
か
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
床
の
間
飾
り
を
中
心
に
し
て

両
脇
に
刊
年
と
版
元
が
配
さ
れ
て
い
る
。

最
終
章
「
銀
が
落
て
あ
る
」
の
挿
絵
を
兼
ね
て
い
る
た
め
、
よ
く
見
れ
ば
橙
や

若
松
な
ら
ぬ
紅
茸
や
秋
の
草
花
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
本
書
に
新
春
の
気
分

を
添
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
刊
記
に
絵
を
配
す
る
こ
と
自
体
珍
し
く
、

こ
の
形
は
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日

付
の
正
月
「
吉
日
」
は
新
年
を
迎
え
た
直
後
で
あ
る
方
が
、
頌
春
を
演
出
す
る
巻

末
の
効
果
は
大
き
く
な
る
筈
で
あ
る
。

本
書
の
実
際
の
刊
行
時
期
を
推
定
す
る
も
う
一
つ
の
手
掛
か
り
は
、
同
時
期
に

西
村
か
ら
出
さ
れ
た
『
宗
祇
諸
国
物
語
』（
貞
享
二
年
正
月
上

日
刊
）
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
書
は
貞
享
二
年
正
月
刊
の
『
改
正
広
益
書
籍
目
録
』
に
四
冊
本
と
し

て
掲
出
さ
れ
て
お
り（
実
際
に
は
五
冊
本
と
し
て
刊
行
）、
そ
こ
に
は
一
種
の
出
版

予
告
の
意
味
合
い
が
認
め
ら
れ
る
。『
宗
祇
諸
国
物
語
』の
刊
行
予
定
は
、
あ
ら
か

じ
め
一
部
に
は
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
競
合
関
係
に
あ
る
本
書
の

刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、西
村
に
出
遅
れ
ぬ
よ
う
配
慮
が
働
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

図1 (『西鶴選集』（おうふう）より転載)
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周
知
の
よ
う
に
、「
正
月
吉
日
」刊
行
の
書
物
と
初
商
い
と
が
明
ら
か
に
結
び
つ

く
の
は
八
文
字
屋
本
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
本
書
の
場
合
も
、
上
述
し
た
巻
末
表
現

や
刊
記
の
挿
絵
、
西
村
と
の
競
合
な
ど
か
ら
、
年
が
改
ま
っ
て
間
も
な
い
時
期
の

刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
推
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
推

測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
『
歳
旦
帳
』
の
例
に
見
る
よ
う

に
、
前
年
の
内
の
発
売
が
予
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

一
般
に
入
稿
か
ら
製
本
・
発
売
ま
で
の
一
連
の
作
業
に
要
す
る
時
間
は
、
二
カ

月
か
ら
三
カ
月
と
考
え
ら

⑽

れ
る
。
草
稿
執
筆
期
間
を
含
め
れ
ば
、
準
備
に
要
す
る

期
間
が
更
に
延
び
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
の
場
合
、
版
元
の
池
田
屋
が

新
興
の
本
屋
で
あ
っ
た
こ
と
、
池
田
屋
を
取
り
巻
く
大
坂
の
出
版
業
界
も
ま
た
始

発
期
と
呼
ぶ
べ
き
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
作
業
期
間
を
大
幅

に
短
縮
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
正
月
前
後
に
刊
行
を
予
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
本
書

の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
前
年
十
一
月
十
五
日
の
刊
記
を
持
つ
『
治
聞
集
』
に
見
え

る
記
事
を
参
照
し
得
た
可
能
性
は
、『
古
今
著
聞
集
』の
本
文
を
実
見
し
得
た
可
能

性
同
様
、
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ロ
）
『
醍
醐
随
筆
』
と
口
承
類
話

次
に
宗
政
五
十
緒
氏
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
典
拠
で
あ
る
、
寛
文
十
年
刊

『
醍
醐
随
筆
』
の
記
事
内
容
に
目
を
向
け
よ
う
。
当
該
記
事
は
、「
百
足
が
護﹅
摩﹅
札﹅

の
下
に
釘
で
打
ち
付
け
ら
れ
な
が
ら
二
十
余
年
生
き
て
い
た
」
と
い
う
も
の
で
、

三
柳
が
「
直
接
上
林
峯
順
に
聞
い
た
話
」
で
あ
る
。
本
文
の
一
部
を
引
く
。

の
一
尺
ば
か
り
な
る
身
の
正
中
を
釘
に
て
打
つ
け
て
有
。
…
…
い
か
に

も
す
こ
や
か
に
て
、
頭
を
あ
げ
手
足
を
う
ご
か
す
。
廿
余
年
死
せ
ず
し
て
か

く
生
長
す
る
に
や
。

（『
続
日
本
随
筆
大
成
10
』）

周
知
の
よ
う
に
峯
順
は
、『
西
鶴
名
残
の
友
』に
も
名
前
が
見
え
る
宇
治
在
住
の

西
鶴
の
俳
友
で
あ
る
。
西
鶴
は
書
物
を
介
さ
ず
、
峯
順
か
ら
直
接
話
を
聞
い
て
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
書
承
・
口
承
い
ず
れ
の
経
緯
を
取
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
話

は
西
鶴
の
も
と
に
届
い
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
時
代
は
下
る
が
、
同
種

の
話
が
『
煙
霞
綺
談
』
に
見
え
る
こ
と
を
堤
精
二
氏
が
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
類

似
の
話
は
、
三
柳
の
身
辺
に
限
ら
ず
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
（
時
代
は
全
く
異
な
る
が
、
筆
者
は
沖
縄
で
の
報
告
例
や
シ
ベ
リ
ア
で
の

類
話
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
つ
の
世
に
も
有
り
得
る
奇
談
と
い
う
印
象
が

強
い
）。

入
手
経
路
が
何
で
あ
れ
、「
生
き
物
が
金
釘
に
閉
じ
ら
れ
て
も
生
き
て
い
た
」と

い
う
奇
談
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
西
鶴
は
、
目
録
小
見
出
し
に
明
記
す
る
と
お
り
「
不

思
議
」
咄
の
一
編
に
仕
立
て
上
げ
た
、
と
し
て
誤
る
ま
い
。
し
か
し
、
当
該
の
類

話
を
見
る
か
ぎ
り
「
金
釘
に
閉
じ
ら
れ
て
も
生
き
て
い
た
」
奇
談
の
主
体
は
様
々

で
、
守
宮
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
因
み
に
入
手
経
路
と
し
て
最
も
可
能
性
の
高

い
上
林
峯
順
（
ま
た
は
『
醍
醐
随
筆
』）
に
よ
る
話
で
は
、
主
体
は
「

」
で
あ
っ

た
。
で
は
何
故
西
鶴
は
、「
蛇
や
百
足
、
蜥
蜴
な
ど
」
様
々
に
伝
わ
る
事
例
を
「
守

宮
」
に
特
定
し
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
当
該
話
に
お
け
る
西
鶴
の
た
く
ら
み
を
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探
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。

三

何
故
ヤ
モ
リ
な
の
か

イ
）

ヤ
モ
リ
の
象
徴
す
る
も
の

周
知
の
よ
う
に
、
守
宮
は
雌
雄
の
情
愛
が
深
い
と
さ
れ
る
。『
和
漢
三
才
図
会
』

巻
四
十
五
に
は
「
守
宮
不
多
淫
」
と
あ
る
。
古
代
中
国
以
来
長
い
伝
統
を
持
つ
「
守

宮
を
用
い
た
呪
法
（
女
の
浮
気
封
じ
の
ま
じ
な
い
）」
も
、
和
歌
・
俳
書
を
初
め
本

草
書
や
仮
名
草
子
等
々
に
散
見
し
、我
が
国
に
定
着
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

関
連
す
る
記
事
や
用
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
ま
ず
は
漢
詩
の
例
を
挙
げ
て
お
こ

う
。

西
湖
竹
枝
歌

其
九

望
郎
一
朝
又
一
朝

信
郎
信
似
浙
江
潮

床
脚

亀
有
時
爛

臂
上
守
宮
無
日
銷

『
鉄
崖
古
楽
府
』）

西
鶴
自
身
は
こ
の
題
材
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

付
合
に
は
、

心
覚
え
い
も
り
の
し
る
し
あ
ら
た
め
て

ひ
さ
し
き
留
守
の
内
方
の
顔

大
事
じ
ゃ
ぞ
思
ひ
に
も
ゆ
る
火
の
ま
わ
り

『
独
吟
一
日
千
句
』
第
一
）

の
例
が
あ
る
。

『
好
色
五
人
女
』
巻
二
の
一
「
恋
に
泣
輪
の
井
戸
替
」
で
は
、
こ
さ
ん
か
ら
「
此

む
し
（
井
守
）
竹
の
筒
に
篭
め
て
煙
と
な
し
恋
ふ
る
人
の
黒
髪
に
ふ
り
か
く
れ
ば

あ
な
た
よ
り
思
ひ
付
く
事
ぞ
」
と
聞
か
さ
れ
た
樽
屋
は
、
お
せ
ん
を
思
う
あ
ま
り

他
の
こ
と
が
耳
に
入
ら
ず
、
た
だ
た
だ
「
井
守
を
焼
き
て
恋
の
た
よ
り
に
な
る
事

を
深
く
問
ふ
」
こ
と
に
な
る
。

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
四
の
三
「
見
て
気
遣
は
夢
の
契
」
で
は
、「
殊
更
此
男
り

ん
き
深
く
旅
立
折
ふ
し
は
女
の
し
ら
ざ
る
や
う
に
、
宮
守
い
も
り

の
血
を
と
っ
て
ひ
だ
り

の
肘
に
付
け
置
ぬ
。
是
を
虫
し
る
し
と
て
其
の
女
男
に
ま
み
へ
ぬ
う
ち
は
何
程
洗

ふ
て
も
落
ち
ざ
る
た
め
し
有
」と
、
ま
さ
に
守
宮
の
呪
い
を
巡
る
不
倫
の
有
無
が
、

裁
き
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

ロ
）

ヤ
モ
リ
と
イ
モ
リ

上
述
の
よ
う
に
、
西
鶴
は
「
恋
の
象
徴
」・「
呪
い
」
の
双
方
の
伝
承
を
小
説
に

効
果
的
に
生
か
し
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
何
れ
の
意
味
合
い
で
も
、
本
来「
ヤ

モ
リ
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
「
イ
モ
リ
」
と
な
っ
て
お
り
、
ヤ
モ
リ
の
用
例
は

本
話
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
色
道
大
鏡
』
巻
六
「
心
中
部
」

の
入
墨
の
項
に
見
え
る
「
呪
い
」
の
説
明
に
は
、『
無
名
抄
』・『
袖
中
抄
』・『
歌
林
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良
材
集
』
な
ど
に
よ
る
考
証
を
置
く
が
、
こ
ち
ら
も
「
ゐ
も
り
」・「
守
宮
（
イ
モ

リ
）」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

西
鶴
及
び
同
時
代
の
人
々
は
、
ヤ
モ
リ
と
イ
モ
リ
と
を
取
り
違
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
回
り
道
に
な
る
が
、
当
代
に
お
け
る
イ
モ
リ
と
ヤ
モ
リ
の
表
記
及
び
用

例
を
一
瞥
し
て
お
く
。『
類
船
集
』
の
表
記
で
は
、

い
も
り
｜

印

い
も
り
の
印
｜

消
す

血
｜

守
宮
や
も
り

が
付
合
に
挙
が
っ
て
お
り
、
イ
モ
リ
と
ヤ
モ
リ
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
様
子
が
見

て
取
れ
る
。『
節
用
集
』の
類
い
は
ど
う
か
。
区
別
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
、
見

出
し
表
記
の
一
部
を
引
い
て
比
較
し
て
お
く
。

合
類
節
用
集

一
六
八
〇
年
｜

守
宮
イ
モ
リ
、

蜒
ヤ
モ
リ
・
イ
モ
リ

新
刊
節
用
集
大
全
一
六
八
〇
年
｜

守
宮
イ
モ
リ
、
守
宮
ヤ
モ
リ

書
言
字
考
節
用
集
一
七
一
七
年
｜

壁
虎
・
守
宮
イ
モ
リ
、
壁
虎
ヤ
モ
リ

と
あ
る
。
益
軒
の
『
大
和
本
草
』（
一
七
〇
八
年
）
で
は
、「
守
宮
」
に
イ
モ
リ
・

ヤ
モ
リ
の
訓
を
当
て
、「
国
俗
ニ
ヤ
モ
リ
ト
云
カ
ベ
ニ
ヲ
ル
蟲
也
」
と
説
明
、『
和

漢
三
才
図
会
』（
一
七
一
三
年
）
に
は
「
守
宮
ヤ
モ
リ

」
と
見
え
る
（
前
掲
注
14
書
）。

以
上
の
如
く
、
当
代
に
お
け
る
両
者
の
混
用
は
明
白
で
あ
る
。

一
方
、
歌
語
で
は
「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」
が
熟
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
加
藤
直
子
氏
が
「『
ゐ
も
り
の
し
る
し
』
に
つ
い
て
」（『
会
誌
』
10
号
）

に
お
い
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
を
中
心
に
考
証
し
て
お
ら
れ
る
。
中
国
・
日
本
と
も
に

イ
モ
リ
・
ヤ
モ
リ
・
ト
カ
ゲ
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

本
来
ヤ
モ
リ
の
血
を
用
い
た
呪
い
の
「
赤
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
イ
モ
リ
の
腹
の
色
」

と
結
び
つ
く
こ
と
で
、「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」が
歌
語
と
し
て
広
ま
っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
委
細
は
同
論
文
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
来
ヤ
モ
リ
で
あ
っ
た

も
の
が
歌
語
「
ゐ
も
り
の
し
る
し
」
の
定
着
を
通
し
て
イ
モ
リ
と
な
る
が
、
当
代

に
お
い
て
は
両
者
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く
。

ハ
）

表
記
と
作
為

話
を
、
西
鶴
が
ヤ
モ
リ
に
特
定
し
た
理
由
に
戻
そ
う
。
三
｜

イ
）で
、
守
宮
が

男
女
の
情
愛
を
象
徴
す
る
生
き
物
で
あ
り
、
特
に
女
の
貞
操
と
結
び
付
く
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
こ
と
を
示
し
た
。
西
鶴
が
怪
異
の
正
体
を
「
蛇
や
百
足
、
蜥
蜴
」
な
ど

で
は
な
く
「
ヤ
モ
リ
（
屋
守
）」
と
し
た
選
択
の
裏
に
は
、
単
な
る
奇
談
の
受
け
売

り
的
紹
介
で
は
な
く
、「
男
女
の
情
愛
や
女
の
貞
操
」
更
に
は
「
空
閨
の
恨
み
」
と

結
び
付
け
た
咄
を
創
ろ
う
と
い
う
、
明
確
な
企
み
が
あ
っ
た
も
の
と
読
む
こ
と
が

で
き
よ
う
。

次
に
、
西
鶴
が
好
ん
で
用
い
る
「
イ
モ
リ
」
で
は
な
く
「
ヤ
モ
リ
」
を
選
択
し
、

か
つ
ヤ
モ
リ
に
さ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
い
「
屋
守
」
の
表
記
を
当
て
て
い
る
こ
と

に
触
れ
て
お
く
。

当
代
の
一
般
的
な
表
記
は
「
守
宮
」
で
あ
る
。
益
軒
の
『
大
和
本
草
』（
前
掲
注

20
書
）
で
は
「
守
宮
の
呪
い
」
を
挙
げ
、「
故
ニ
宮
中
ヲ
守
ル
ト
云
意
ヲ
以
守
宮
ト

名
ヅ
ク
」
と
す
る
。『
色
道
大
鏡
』
も
「
宮
を
守
る
」
表
記
の
理
由
を
、「
宮
に
は
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女
の
ゐ
る
所
な
れ
ば
、
女
を
守
護
す
る
心
に
な
づ
け
た
り
」と
説
明
し
て
い
る（
前

掲
注
17
書
）。
同
種
の
指
摘
は
多
い
。
即
ち
当
代
に
お
い
て
は
、「
守
宮
」
と
い
う

表
記
は
宮﹅
を﹅
守﹅
る﹅
意
味
と
結
び
つ
き
、
伝
承
と
相
俟
っ
て
空
閨
の
恨
み
を
直
截
に

連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
上
述
の
『
好
色
五
人
女
』
で
は
井
戸
替
の
場
面
に
あ
わ
せ
て
「
井
守
」

（
井
戸
を
守
る
）
と
表
し
、『
本
朝
桜
陰
比
事
』
で
は
「
宮
守
」（
宮
を
守
る
）
と
表

し
て
い
る
。
何
れ
も
西
鶴
が
表
記
に
意
を
用
い
て
い
る
例
証
と
な
ろ
う
。
筆
者
は

本
書
の
版
下
が
自
筆
に
よ
る
も
の
と
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
本
話
に
お
い
て
も
意

図
的
に
「
屋
守
」
の
表
記
が
選
ば
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

即
ち
本
話
で
こ
と
さ
ら
「
屋
守
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
の
は
、「
屋
を
守
る
は

ず
の
屋
守
が
原
因
と
な
っ
て
、
結
果
的
に
屋
内
を
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」と
、

言
葉
遊
び
の
趣
向
を
取
っ
て
み
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ

の
裏
に
は
、「
奇
談
の
主
を
守
宮
に
特
定
す
る
こ
と
で
空
閨
の
怨
に
繫
げ
る
」と
い

う
着
想
と
、
上
述
の
文
字
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
付
き
す
ぎ
を
嫌
い
、
作
為
を
包
み
隠

し
、
さ
ら
に
は
諧
謔
味
を
加
え
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
読
者
に

謎
解
き
を
委
ね
る
姿
勢
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
表
記
一
つ
に
も
、
俳
諧
の
手
法

に
通
じ
る
精
神
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
）

守
宮
と
怪
異
と
の
結
び
付
き

次
に
、
上
述
の
守
宮
が
怪
異
と
結
び
付
く
筋
道
（
西
鶴
の
着
想
へ
の
経
路
）
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

本
話
で
は
怪
異
色
を
強
調
す
べ
く
、
怪
異
譚
の
一
典
型
と
も
言
え
る
「
夢
中
の

怪
異
」
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
多
く
は
、
変
化
の
も
の
が
現
れ
て
女
子
供
に
害

を
な
す
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
正
体
は
家
霊
・
器
物
・
爬
虫
類
な
ど
で
あ
る
。
例

示
に
は
事
欠
か
な
い
。
話
型
の
一
つ
と
捉
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
（
西
鶴
作
品
で

言
え
ば
、
そ
の
利
用
例
と
し
て
『
好
色
一
代
男
』
巻
四
「
夢
の
太
刀
風
」
や
、『
世

間
胸
算
用
』
巻
三
「
小
判
は
寝
姿
の
夢
」
の
一
場
面
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
よ
う
）。

と
は
言
え
、
こ
の
種
の
夢
の
怪
異
の
中
に
守
宮
と
繫
が
る
も
の
を
見
な
い
（
む
し

ろ
守
宮
に
は
、
上
述
の
『
色
道
大
鏡
』
の
例
の
よ
う
に
「
守
る
」
イ
メ
ー
ジ
が
付

着
し
て
い
る
）。
一
方
、
二
｜（
ロ
）
で
本
話
の
創
作
契
機
と
結
論
付
け
た
「
生
き

物
が
金
釘
に
閉
じ
ら
れ
て
も
生
き
て
い
た
」
と
い
う
奇
談
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の

類
話
に
怪
異
と
結
び
付
く
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
で
は
、
守
宮
が
怪
異
と
結
び

付
く
筋
道
（
西
鶴
の
着
想
へ
の
経
路
）
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
話
の
素
材
と
し
て
既
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
『
伽

婢
子
』
巻
十
「
守
宮
の
妖
」
に
注
目
し
た
い
。
但
し
「
守
宮
の
妖
」
が
純
然
た
る

怪
異
咄
に
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
守
宮
が
多
数
集
ま
っ
て
災
い
を
な
す
の
に
比
し

て
、
本
話
で
は
危
機
感
は
薄
く
守
宮
も
単
独
で
登
場
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
話
に

用
い
ら
れ
て
い
る
「
夢
中
の
怪
異
」
と
い
う
話
型
は
、「
守
宮
の
妖
」
に
は
見
ら
れ

な
い
。
両
者
の
間
に
は
、
隔
た
り
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
詳
述
す
る
暇
は
無
い
が
、

「
守
宮
の
妖
（
又
は
そ
の
原
話
）」
は
、「
守
宮
」
と
「
怪
異
性
」
と
を
結
び
付
け
る

筋
道
を
提
供
し
た
媒
材
に
過
ぎ
ず
、
内
容
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
関
わ
っ
て

い
な
い
と
考
え
て
誤
る
ま
い
。

西
鶴
の
手
に
か
か
る
と
、
怪
異
と
結
び
付
い
て
も
、
守
宮
に
は
や
は
り
ど
こ
か

閨
の
秘
め
事
の
気
配
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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四

何
故
御
所
方
が
舞
台
な
の
か

ヤ
モ
リ
に
込
め
ら
れ
た
西
鶴
の
意
図
が
判
明
す
れ
ば
、
舞
台
を
御
所
方
と
し
た

理
由
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
閨
怨
」の
舞
台
と
し
て
最
も
効
果
的
な
の

は
、
武
家
方
な
ら
ば
大
奥
も
し
く
は
大
名
の
奥
向
き
で
あ
り
、
堂
上
方
な
ら
ば
後

宮
（
御
所
方
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
世
間
一
般
と
の
隔
絶
の
度
合
い
が
よ
り
高

い
の
が
後
者
な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
御
所
方
は
、
筋
目
正
し
い
色
白
の

美
男
美
女
が
琴
碁
香
書
歌
に
明
か
し
暮
ら
す
雅
な
世
界
で
あ
る
。全
て
が
華
奢
で
、

使
用
言
語
か
ら
し
て
世
間
一
般
と
は
異
な
る
高
貴
な
空
間
で
あ
る
。
西
鶴
は
道
具

立
て
を
揃
え
て
、
宮
方
の
世
界
を
具
現
化
す
る
。
本
話
で
内
裏
と
そ
の
ゆ
か
り
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

密
室
空
間
｜

御
所
方

奥
局

忍
び
返
し

窓
の
竹

御
寝
間

袋
だ
な

明
障
子

叡
山
の
札

奥
様
と
そ
の
周
囲
｜

奥

御
う
た
た
ね

「
転
寝
の
枕
｜
琴
」
は
付
合
）

女
郎
・
腰
本
（
女
官
。
雑
仕
・
典
侍
・
内
侍
等
の
俗﹅
化﹅
）

琴
の

つ
れ
引
き
（「
琴
｜
宮
所
」
は
付
合
）

守
り
刀

御
身

右
丸

左
丸
・
蔵
之
助
（
女
官
の
源
氏
名
）

占

い
｜

安
倍
の
左
近
（
晴
明
の
ゆ
か
り
）

小
反
橋
（
戻
り
橋
。
晴
明
の

ゆ
か
り
）

そ
の
他
｜

叡
山
（
宮
中
の
守
護
）

小
反
橋
（
綱
説
話
）

わ
ず
か
一
丁
半
と
い
う
分
量
を
考
慮
す
れ
ば
、
西
鶴
が
御
所
方
の
雅
な
世
界
と

そ
の
ゆ
か
り
を
選
び
出
す
こ
と
に
意
を
用
い
て
、
実
在
感
を
確
保
し
て
い
る
こ
と

が
了
解
さ
れ
る
。

本
文
Ｃ
に
即
し
て
見
て
お
こ
う
。

「
す
ぎ
に
し
名
月
の
夜
、
更
行
迄
奥
に
も
御
機
嫌
よ
く
お
は
し
ま
し
、
御
う
た
た

ね
の
枕
ち
か
く
、
右
丸
・
左
丸
と
い
ふ
二
人
の
腰
本
と
も
に
、
琴
の
つ
れ
引
、
此

お
も
し
ろ
さ
」、
そ
の
夜
更
け
に
怪
異
が
起
こ
る
。
奥
様
の
夢
物
語
に
よ
れ
ば
、
異

形
の
物
が
「
我
う
し
ろ
骨
と
お
も
ふ
所
に
大
釘
を
う
ち
込
と
お
ぼ
し
め
す
よ
り
、

魂
き
ゆ
る
が
ご
と
く
な
ら
せ
ら
れ
し
」
と
あ
る
。
守
宮
が
釘
に
打
ち
付
け
ら
れ
た

そ
の
ま
ま
を
、
西
鶴
は
閨
の
秘
め
事
に
と
り
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
Ｄ
・
Ｅ
中
の
「（
わ
ざ
な
す
）
し
る
し
」
や
「
血
」
が
貞
操
と
結
び
つ
く
言

葉
（
守
宮
の
付
合
）
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
文
Ｃ
の
夜
更
け
の
描
写
も
注
意
深
く

読
め
ば
、
ま
さ
に
「
空
閨
の
恨
」
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
名
月
」
は

「
独
り
寝
」と
付
合
で
あ
り
、ま
た
深
宮
の
涙
と
結
び
つ
い
て
詩
に
詠
ま
れ
て
き
た
。

そ
の
「
名
月
の
夜
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
が
全
く
姿
を
現
さ
な
い
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
「
琴
」
も
「
人﹅
待﹅
ね﹅
や﹅
」
と
付
合
で
あ
る
。

地
下
か
ら
見
れ
ば
、
宮
中
の
暮
ら
し
は
生
活
の
苦
労
の
な
い
隔
絶
し
た
世
界
に

思
え
る
。
西
鶴
は
、
高
貴
な
あ
た
り
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
下
々
の
知
ら
な
い
心

労
が
あ
る
の
だ
と
お
ぼ
め
か
す
。「
閨
の
淋
し
さ
」・「
閨
怨
」は
、
直
截
に
は
表
現

さ
れ
な
い
。
名
月
の
夜
、
独
り
寝
の
床
に
「
守
宮
」
と
い
う
情
愛
の
象
徴
を
呼
び

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、あ
く
ま
で
典
雅
に
彩
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
お
座
敷
に
「
戎
大
黒
」
を
取
り
込
む
（
本
文
Ｂ
）
趣
向
や
女
官
の
呼

称
な
ど
に
俗﹅
化﹅
精﹅
神﹅
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
こ
う
。
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五

見
顕
わ
し
を
担
う
女
大
工

本
話
の
怪
異
は
最
後
に
見
顕
わ
さ
れ
、
打
ち
破
ら
れ
る
。
そ
の
役
目
を
担
う
の

は
女
大
工
で
あ
る
。
藤
江
氏
は
前
掲
注
５
論
文
に
お
い
て
、『
昔
物
語
治
聞
集
』巻

二
の
十
「
薬
師
堂
の
く
ち
な
は
の
事
」
の
挿
絵
に
大
工
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
さ
れ
、
西
鶴
が
女
大
工
を
思
い
つ
い
た
契
機
は
こ
の
挿
絵
に
よ
る
も
の
だ
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

本
話
の
中
核
を
な
す
奇
談
が
「
釘
に
閉
じ
ら
れ
て
も
生
き
続
け
た
生
物
」
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
以
上
、
そ
の
奇
談
に
「
大
工
」
を
結
び
つ
け
た
着
想
の
筋

道
を
探
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
の
事
例
に
つ
け
ば
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
発
見
の
き
っ
か
け
は
修
理
・
改
築
工
事
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
（
上
述
の
『
古

今
著
聞
集
』・『
醍
醐
随
筆
』・『
煙
霞
綺
談
』、
何
れ
の
例
も
然
り
で
あ
る
）。
従
っ

て
、
そ
こ
に
大
工
が
登
場
す
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。『
昔
物
語
治
聞
集
』の
刊
行

と
本
話
執
筆
と
の
先
後
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
議
論
は
進
ま
な
い
が
、
筆
者

は
「
釘
に
閉
じ
ら
れ
て
も
生
き
続
け
た
生
物
」
と
い
う
奇
談
の
発
見
と
大
工
と
の

繫
が
り
に
、
特
別
な
筋
道
を
用
意
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
る
。
本
話
の
場
合
、

「
家
屋
に
害
を
な
す
も
の
が
あ
る
」と
言
わ
れ
れ
ば
大
工
が
し
つ
ら
え
を
外
し
て
点

検
す
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
の
た
く
ら
み
を
探
る
上
で
は
、

何
故
そ
の
大
工
が
こ
と
さ
ら
「
女
大
工
」
な
の
か
、
と
い
う
点
を
こ
そ
問
題
に
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

女
大
工
の
設
定
を
巡
っ
て
、「
婦
人
の
大
工
も
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
西
鶴
は
興

味
を
感
じ
て
い
る
」（
近
藤
忠
義

前
掲
注
24
書
）、「
世
間
は
広
く
世
に
無
い
も
の

は
な
い
と
い
う
世
界
観
を
描
い
た
」（
藤
江
峰
夫

前
掲
注
５
論
文
）と
い
う
解
釈

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
宮
中
に
出
入
り
で
き
る
女
の
大
工
職
人
が
あ
り

得
た
の
だ
ろ
う
か
。
迂
遠
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。イ

）

女
大
工
は
実
在
し
た
か

周
知
の
よ
う
に
、
寛
永
期
に
は
京
都
御
大
工
頭
中
井
家
に
よ
る
大
工
組
支
配
が

確
立
し
て
、
畿
内
・
近
江
の
大
工
は
そ
の
支
配
体
制
下
に
お
か
れ
る
。
一
方
、
寛

永
期
を
過
ぎ
る
と
修
理
補
修
を
原
型
と
す
る
小
普
請
方
が
台
頭
、
作
事
方
と
の
競

合
時
代
と
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
民
間
へ
の
請
負
発
注
の
例
が
多
く
な
り
、
平
大
工

も
増
加
す
る
（『
中
井
家
大
工
支
配
の
研
究
』
第
五
章
参
照
）。

当
該
の
咄
も
そ
う
し
た
趨
勢
を
背﹅
景﹅
に﹅
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
内
裏
関
連
の
御
用
作
事
と
な
れ
ば
幕
府
直
営
工
事
で
あ
り
、
小
普

請
方
が
請
け
負
う
に
し
て
も
町
大
工
を
単
独
で
差
し
向
け
る
可
能
性
は
な
い
。
た

と
え
小
破
修
理
で
あ
っ
て
も
、
中
井
家
支
配
下
の
大
工
棟
梁
（
ま
た
は
肝
煎
）
が

出
向
く
は
ず
で
あ
る
。
奥
向
き
に
男
の
大
工
は
不
都
合
と
い
う
論
理
が
通
る
な
ら

ば
、
大
奥
の
場
合
は
ど
う
か
。
当
代
の
大
奥
修
理
例
は
記
録
に
事
欠
か
な
い
。『
承

応
日
記
』
に
見
え
る
次
の
記
事
な
ど
は
、
大
奥
へ
の
大
工
の
出
入
り
の
実
態
と
と

も
に
御
用
作
事
の
責
任
体
制
も
垣
間
見
え
て
興
味
深
い
。
参
考
資
料
に
過
ぎ
な
い

が
、
紹
介
し
て
お
く
。

承
応
二
年
九
月
）十
四
五
日
時
分
、
御
城
奥
方
破
損
有
之
候
處
、
日
暮
候

而
御
普
請
仕
廻
、
大
工
罷
出
候
處
、
一
人
天
井
ニ
上
リ
在
之
、
寝
入
不
罷
出
、

夜
中
さ
め
驚
騒
ぎ
候
付
、
之
絡
捕
番
人
見
付
、
右
之
大
工
則
牢
舎
被
仰
付
之
、
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御
普
請
奉
行
、
御
広
敷
番
番
頭
宇
都
宮
九
郎
右
衛
門
、
同
組
三
人
、
伊
賀
同

心
三
人
閉
門
被
仰
付
之

（『
東
京
市
史
稿
皇
城
篇
弐
』）

小
家
の
修
理
を
頼
ま
れ
る
素﹅
人﹅
大
工
の
中
に
は
、
或
い
は
女
性
が
い
た
可
能
性

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
工
組
棟
梁
に
は
女
性
は
存
在
し
な
い
（
前

掲
注
28
論
文
記
載
の
個
人
名
参
照
）。
ま
し
て
、
女
性
の
大
工
が
監
督
無
し
に
単
独

に
近
い
形
で
御
所
方
に
出
向
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
（
当
時
、
大
工
組
に
素
人
を

雇
い
入
れ
る
こ
と
は
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
支
配
下
に
素
人
が
い
る
こ
と

は
想
定
の
範
囲
外
で
あ
る
。
ま
た
大
工
組
支
配
と
は
別
系
統
の
内
裏
所
属
の
大
工

衆
は
、
既
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
）。

本
話
の
注
釈
書
の
中
に
は
、「
女
大
工
が
い
た
か
ど
う
か
不
明
。た
だ
し
西
鶴
は
、

京
都
に
は
そ
う
し
た
職
業
が
あ
り
う
る
と
考
え
た
」（
前
掲
注
４
書

『
新
日
本
古

典
文
学
体
系
』
脚
注
）
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
西
鶴
は
女
の
大
工
は
有
り
得
な

い
こ
と
を
承
知
の
上
で
創
作
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
西
鶴
は
、「
都
は
広
く
、
男
の
細
工
人
も
あ
る
に
、
何
と
て
女
を
雇
け
る

ぞ
。
さ
れ
ば
御
所
方
の
奥
つ
ぼ
ね
、
忍
び
返
し
の
そ
こ
ね
、
ま
た
は
窓
の
竹
う
ち

か
へ
る
な
ど
、
す
こ
し
の
事
に
男
は
吟
味
も
む
つ
か
し
く
、
是
に
仰
せ
付
け
ら
れ

け
る
と
也
。」と
本
文
Ａ
で
そ
の
整
合
性
を
謳
い
、
特
殊
な
職
業
の
実
在
性
を
読
者

に
納
得
さ
せ
る
書
き
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
虚
構
の
中
に
仕
組
ま
れ
た

論
理
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
上
読
者
を
ウ
ソ
咄
に
引
き
込
む
た
め
の
西
鶴

の
仕
掛
け
の
一
つ
と
捉
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

話
を
戻
そ
う
。
女
大
工
と
い
う
職
業
が
西
鶴
の
虚
構
で
あ
る
な
ら
ば
、
改
め
て

大
工
が
女
で
あ
る
必
然
性
を
作
品
構
想
の
上
か
ら
考
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

ロ
）

英
雄
説
話
の
利
用
と
そ
こ
か
ら
の
飛
躍

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
話
の
構
図
は
「
英
雄
に
よ
る
化
け
物
退
治
の
話
型
」

を
大
枠
で
利
用
し
つ
つ
、
そ
こ
に
閨
怨
が
絡
む
怪
異
を
取
り
合
わ
せ
た
、
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
説
話
や
物
語
の
世
界
で
は
、
最
高
権
力
者
や
高

僧
、
何
ら
か
の
超
能
力
を
持
つ
者
、
知
恵
に
秀
で
る
者
な
ど
が
こ
の
英
雄
の
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
本
話
の
場
合
、
単
純
に
英
雄
を
登
場
さ
せ
て
化
け
物

を
退
治
し
大
団
円
と
な
る
、
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
何
故
な
ら
こ
こ
で
起
き

た
怪
異
は
、
中
世
説
話
に
見
る
よ
う
な
「
家
霊
や
鬼
・
異
類
が
人
を
殺
め
る
、
攫

う
」
と
い
う
類
と
は
異
質
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
現
に
本
文
Ｄ
に
は
、「
御
身
に

は
何
の
子
細
も
な
く
、
畳
に
は
血
を
流
し
て
有
し
」
と
あ
り
、
実
害
の
な
か
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
）。

上
述
し
た
よ
う
に
、
本
話
の
怪
異
の
裏
に
は
、「
空
閨
の
恨
」・「
深
宮
の
涙
」が

隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
一
人
の
男
を
ひ
た
す
ら
待
つ
こ
と
で
生
ず
る「
怨

み
」
で
あ
っ
て
、
外
か
ら
男
が
入
り
込
ん
で
き
て
は
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
。
そ

れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
怪
異
の
起
き
た
瞬
間
を
含
め
後
宮
の
そ
の
あ
た
り
に
男

の
気
配
は
皆
無
で
あ
り
（
本
文
Ｃ
）、
登
場
人
物
も
全
て
女
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

守
宮
（＝

妖
物
）
ま
で
も
雌
に
し
て
い
る
点
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
話
そ
の
も
の
が
「
女
だ
け
の
世
界
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
宮
に
出
入
り
で
き
る
男
は
天
皇
以
外
に
は
い
な
い
。
そ
の
天
皇
自
身
が
「
奥

様
」に
独
り
寝
の
憂
き
目
を
み
さ
せ
、怪
し
い
も
の
の
襲
来
を
許
す
こ
と
に
繫
が
っ

て
い
く
｜

つ
ま
り
、
こ
の
話
は
後
宮
と
い
う
特
殊
な
舞
台
を
設
定
し
た
こ
と
で

（
ヤ
モ
リ
を
媒
介
に
後
宮
の
閨
怨
モ
テ
ィ
ー
フ
を
選
択
し
た
こ
と
で
）、
枠
組
み
と

し
て
は
伝
統
的
英
雄
説
話
の
型
を
借
り
な
が
ら
も
、
外
部
の
男
の
介
入
を
拒
む
と
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い
う
矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
構
造
自
体
が
「
英
雄
に
よ
る
鬼

（
異
類
）
退
治
」
と
い
う
説
話
の
論
理
を
拒
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
筆
者
は
、
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
中
世
説
話
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
作
品
と
し
て
享
受

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
構
造
の
違
い
は
明
確
に
指
摘

で
き
る
。『
諸
国
は
な
し
』に
見
る
中
世
説
話
と
の
乖
離
と
そ
こ
か
ら
の
飛
躍
に
つ

い
て
は
、
話
が
広
が
る
た
め
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
）。

空
閨
を
守
る
奥
様
を
襲
っ
た
怪
異
を
退
治
す
る
、
と
い
う
役
割
を
男
に
委
ね
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
な
れ
ば
、
話
の
構
造
論
理
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
女
の
英
雄

を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。「
奇
談
」
と
「
深
宮
の
涙
」
と
を
「
怪
異
」
を
媒
介
と

し
て
結
び
つ
け
よ
う
と
着
想
し
た
時
点
で
、
怪
異
を
解
決
し
現
実
に
引
き
戻
す
女

の
英
雄
が
不
可
欠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
見
顕
わ
し
の
役
は
女
に
委

ね
ら
れ
る
。
そ
の
条
件
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

１
、
後
宮
の
人
々
（
女
御
・
女
官
）
と
は
別
の
世
界
に
生
き
る
女
だ
が
出
自

は
卑
し
く
な
い
こ
と
、

２
、
後
宮
の
人
々
に
と
っ
て
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
持
つ
必
要
の
な
い
女
で
あ
る

こ
と
、

３
、
奥
向
き
へ
の
出
入
り
が
可
能
な
女
で
あ
る
こ
と
、

以
上
の
三
点
の
う
ち
、
２
に
つ
い
て
言
葉
を
足
し
て
お
く
。
ラ
イ
バ
ル
意
識
を

与
え
な
い
女
と
は
、
女
で
あ
り
な
が
ら
中
性
的
立
場
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
人
物

で
あ
り
、
性
愛
を
超
越
し
て
い
る
人
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
女
大
工
の
容
貌
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
本
文
Ａ
の
前
半
部
分
に
そ
の

描
写
が
あ
る
。
森
山
氏
に
よ
る
説
明
と
併
せ
て
読
ん
で
お
く
。

道
具
箱
に
は
、
錐
・
鉋
・
す
み
壷
・
さ
し
か
ね
、
顔
も
三
寸
の
見
直
し
、

中
び
く
な
る
女
房
、
手
あ
し
た
く
ま
し
き
大
工
の
上
手
に
て
、
世
を
渡
り
、

一
条
小
反
橋
に
住
け
る
と
也
。

ま
ず
大
工
に
関
連
し
て
錐
・
鉋
・
す
み
壷
・
さ
し
か
ね
な
ど
を
挙
げ
て
、
そ
の

連
想
か
ら
「
顔
も
三
寸
の
見
直
し
」
と
い
う
諺
を
ひ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
し
が
ね

（
曲
尺
）の
縁
で
三
寸
と
い
っ
た
の
だ
が
、同
時
に
こ
の
女
大
工
の
容
貌
が
中
低（

子
面
）
で
あ
る
こ
と
に
か
か
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
「
手
足
た
く
ま
し
き
」「
大
工
の

上
手
」
の
こ
の
女
が
一
条
小
反
橋
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
小

反
橋
は
土
蜘
蛛
伝
説
で
有
名
な
一
条
戻
り
橋
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ

ま
た
大
工
と
縁
の
あ
る
「
反
る
」
と
い
う
語
を
も
ち
い
て
、
こ
の
女
大
工
の
「
中

び
く
な
る
」
容
貌
ま
で
も
暗
示
し
て
い
る
（「
西
鶴
の
方
法
」『
封
建
庶
民
文
学
の

研
究
』
所
収
）。

森
山
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
鶴
は
女
大
工
の
形
象
に
あ
た
っ
て
、「
三
寸

の
見
直
し
・
中
低
・
反
る
」、
と
醜
女
な
る
こ
と
を
重
複
も
厭
わ
ず
強
調
し
て
い
る

（
住
ま
い
の
戻
橋
に
つ
い
て
は
後
述
）。
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
周
到
に
選
ば
れ
て
い

る
本
書
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
重
複
に
は
明
確
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
は
、
こ
の
女
が
「
醜
女
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
、
怪
異

の
見
顕
わ
し
の
た
め
の
三
条
件
の
う
ち
、
２
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
と
忖
度
す
る
。
同
時
に
、
女
大
工
が
人
並
み
の
器
量
で
あ
れ
ば
、
次
項（
ハ
）
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に
示
す
二
極
構
造
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

ハ
）

二
極
対
立
構
造

「
女
大
工
」を
虚
構
し
た
こ
と
の
意
味
を
、
別
な
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
咄

の
中
に
仕
掛
け
ら
れ
た
「
二
極
対
立
構
造
」
に
目
を
向
け
れ
ば
、
大
工
は
女
、
し

か
も
醜
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
よ
り
鮮
明
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

本
話
に
登
場
す
る
奥
様
と
女
大
工
と
は
、
全
く
異
な
る
世
界
に
住
ん
で
い
る
。

そ
の
違
い
は
、
後
宮
の
女
と
市
井
の
女
、
美
人
と
醜
女
と
い
う
ラ
ン
ク
上
の
優
劣

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
は
男
の
視
点
に
よ
る
「
女
の
品
定
め
」
と
い
う

尺
度
を
疑
う
こ
と
な
く
生
き
、
も
う
一
方
は
（
当
代
で
は
異
端
に
属
す
る
で
あ
ろ

う
が
）
男
の
目
を
度
外
視
し
た
「
自
ら
の
生
活
力
」
と
い
う
尺
度
に
よ
っ
て
生
き

る
。
両
者
の
拠
る
と
こ
ろ
は
、
正
反
対
の
価
値
観
で
あ
る
。
意
識
す
る
し
な
い
に

拘
わ
ら
ず
、
二
人
の
女
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
頂
点
に
位
置
し
、
二
つ
の
世
界
は

交
わ
る
こ
と
が
な
い
（
女
の
頂
点
に
位
置
す
る
と
見
え
る
奥
様
も
、
一
旦
尺
度
を

入
れ
替
え
、
女
大
工
が
拠
り
所
に
し
て
い
る
「
自
ら
の
生
活
力
」
を
基
準
に
考
え

て
み
れ
ば
、
実
は
無
力
な
女
に
過
ぎ
な
い
。
世
界
を
入
れ
替
え
れ
ば
、
二
人
の
女

の
位
置
は
直
ち
に
逆
転
す
る
）。こ
う
し
た
正
反
対
の
価
値
基
準
が
併
存
し
て
い
る

構
造
を
称
し
て
、
私
に
二
極
構
造
と
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
四
で
指
摘
し
た
御
所

方
の
道
具
立
て
へ
の
配
慮
は
、
対
極
に
あ
る
女
大
工
の
世
界
（
読
者
に
と
っ
て
現

実
感
の
あ
る
市
井
の
世
界
）
と
の
対
比
を
際
立
た
せ
、
二
層
構
造
を
保
障
す
る
た

め
の
も
の
と
も
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
。

右
の
二
極
構
造
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
改
め
て
女
大
工
の
姿
形
を
見
直
し
て

お
こ
う
。
独
身
の
労
働
者
で
、
生
活
力
あ
ふ
れ
る
「
手
足
た
く
ま
し
き
」
醜
女
は
、

新
し
く
か
つ
珍
し
い
女
像
で
あ
る
。
小
説
に
醜
女
が
描
か
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。

西
鶴
作
品
に
限
っ
て
み
て
も
、『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
三
「
当
社
の
案
内
申
す
程
お

か
し
」
や
『
好
色
一
代
女
』
巻
一
「
舞
ぎ
ょ
く
の
遊
興
」
な
ど
に
見
え
る
。
こ
れ

ら
に
描
か
れ
た
当
世
の
醜
女
達
は
良
縁
を
望
み
、
世
帯
を
持
っ
て
か
ら
は
嫉
妬
に

苦
し
む
。
こ
れ
ら
の
醜
女
達
と
本
話
の
女
大
工
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
女
大
工

の
方
は
縁
遠
さ
を
意
に
介
さ
ず
自
活
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、『
好

色
一
代
女
』に
見
え
る
よ
う
な
女
の
職
種
か
ら
も
売
色
業
か
ら
も
遠
い
、「
女
大
工
」

と
い
う
特
殊
な
設
定
と
な
っ
て
い
る
｜

つ
ま
り
、
女
大
工
は
明
ら
か
に
後
宮
の

女
達
の
対﹅
極﹅
を
意
識
し
た
造
形
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
後
宮
で
お
き
た
怪
異
を

解
決
し
、全
て
を
現
実
に
引
き
戻
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
造
形
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

西
鶴
は
二
極
対
立
構
造
を
補
完
し
女
の
恨
み
を
明
示
す
る
べ
く
、
登
場
人
物
を

女
に
限
定
し
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
用
意
し
た
。
一
般
的
尺
度
か
ら
見
れ
ば
、
最
下

位
に
位
置
す
る
女
が
、
最
上
位
に
位
置
す
る
女
の
危
機
を
救
う
。
読
者
は
、
そ
こ

で
虚
を
衝
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
は
筋
目
・
教
養
・
品
性
・
美
と
全
て
に
完

璧
な
筈
の
女
の
空
閨
ま
で
も
、
市
井
の
醜
女
（
対
極
に
位
置
す
る
女
）
に
よ
っ
て

露
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
逆
転
の
お
も
し
ろ
さ
と
、
権
威
を
無
に
す
る
現
実

的
批
評
精
神
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ニ
）
「
戻
り
橋
」
に
住
む
女

本
章
の
最
後
に
、
女
大
工
が
一
条
小﹅
反﹅
橋﹅
に
住
む
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
、
そ

の
意
味
を
考
え
て
お
こ
う
。
女
の
中
低
な
容
貌
と
重
ね
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
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先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
女
大
工
が
そ
の
戻
り
橋
に
住
む
こ
と
か
ら
、
土
蜘
蛛

伝
説
や
綱
の
鬼
退
治
説
話
を
本
話
の
原
拠
と
考
え
、
綱
と
女
大
工
と
を
重
ね
て
読

む
説
が
あ
る
。
確
か
に
、
一
条
戻
り
橋
は
説
話
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
地
名
で

あ
る
。

土
蜘
蛛
伝
説
と
本
話
と
を
比
較
す
る
と
、「
主
を
悩
ま
せ
る
化
生
の
も
の
が
登
場

し
、
そ
れ
が
退
治
さ
れ
る
」
と
い
う
大
筋
に
お
い
て
通
底
し
、「
戻
り
橋
・
血
・
刀
」

と
い
っ
た
共
通
語
彙
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
綱
の
鬼
退
治
説
話
と
比

較
す
れ
ば
、
鬼
退
治
以
外
に
「
印
・
札
・
剣
・
戻
り
橋
・
安
部
晴
明
」
な
ど
の
道

具
立
て
が
重
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
本
話
の
原
拠
と
す
る
の

は
乱
暴
で
あ
ろ
う
。全
体
の
構
想
を
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

霊
剣
を
も
っ
て
土
蜘
蛛
を
切
り
伏
せ
る
部
分
を
山
場
と
す
る
頼
光
説
話
に
し
て

も
、
鬼
が
老
母
に
化
け
て
腕
を
取
り
返
し
に
来
る
部
分
を
見
せ
場
と
し
て
持
つ
綱

説
話
に
し
て
も
、
そ
れ
を
も
と
に
「
あ
ら
ぬ
も
の
に
し
な
す
」
創
作
を
し
た
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
魑
魅
魍
魎
と
の
格
闘
な
り
腕
の
奪
還
な
り
が
、
何
ら
か
の
形
で

反
映
し
て
い
る
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
当
時
の
読
者
は
西
鶴
の

咄
に
推﹅
理﹅
可﹅
能﹅
な﹅
作
為
や
改
変
・
謎
か
け
な
ど
を
期
待
し
、
謎
解
き
や
原
拠
離
れ

の
妙
を
楽
し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
二
つ
の
説
話
か
ら
は
、
女
大
工
を
生
む
必
然
や
御
所
方

を
舞
台
に
す
る
必
然
が
見
え
な
い
。
こ
こ
は
や
は
り
、
綱
説
話
か
ら
英
雄
の
面
影

の
み
を
吸
い
上
げ
、
女
大
工
に
付
与
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
捉
え
る
の
が
妥
当
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
市
井
に
住
む
風
変
わ
り
な
醜
女
と
い
う
だ
け
で
は
、
見
顕
し
の
力
が
足
り
な

い
。
そ
こ
で
、
一
条
戻
り
橋
を
住
ま
い
と
す
る
こ
と
で
綱
説
話
の
イ
メ
ー
ジ
を
利

用
し
、
英
雄
の
面
影
を
吸
い
上
げ
て
女
に
付
与
す
る
。
女
大
工
は
よ
り
強
力
な
力

を
背
景
に
持
つ
こ
と
で
怪
異
を
見
顕
わ
し
、
更
に
は
現
実
に
引
き
戻
す
英
雄
の
働

き
が
可
能
に
な
っ
た
」、
と
考
え
て
は
ど
う
か
。
ま
た
上
述
の
よ
う
に
、
女
大
工
は

二
極
対
立
の
一
方
の
世
界
を
形
成
し
、
雅
な
世
界
と
対
峙
し
て
い
る
。
こ
の
構
造

も
又
、
女
大
工
が
説
話
世
界
の
英
雄
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
持
ち
、
そ
の
面
影
を

付
与
さ
れ
た
こ
と
で
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
条
戻
り
橋
は
、
綱
以
外
に
安
陪
晴
明
ゆ
か
り
の
地
で
も
あ
る
。
橋
に
住
む
醜

女
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
橋
姫
な
ど
も
想
起
さ
れ
よ
う
。
英
雄
に
よ
る
化
け
物
退

治
説
話
は
数
々
あ
る
。
特
定
の
一
つ
が
本
話
の
原
拠
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な

く
、
化
け
物
退
治
の
構
造
は
型
と
し
て
話
の
枠
組
み
に
利
用
し
、
説
話
か
ら
吸
い

上
げ
た
様
々
な
超﹅
人﹅
の﹅
イ﹅
メ﹅
ー﹅
ジ﹅
を
女
大
工
に
付
加
し
た
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、『
古
今
著
聞
集
』の
説
話
を
原
拠
と
考
え
、
そ
こ
に
登
場
す
る
地
名
の「
渡

邊
」
か
ら
綱
へ
、「
薬
師
堂
」
か
ら
薬
師
如
来
を
経
て
比
叡
山
へ
と
、
連
想
の
糸
に

導
か
れ
て
咄
の
道
具
立
て
が
で
き
た
と
い
う
構
想
説
が
あ
る
（
宗
政
五
十
緒

前

掲
注
４
書
及
び
注
３
論
文
）。『
著
聞
集
』
原
拠
説
が
崩
れ
れ
ば
成
立
し
な
い
危
う

さ
は
さ
て
お
き
、
御
所
方
を
舞
台
に
選
ん
だ
本
話
で
「
綱
」
を
都
の
剛
の
者
の
代

表
と
し
て
思
い
浮
か
べ
、「
比
叡
」を
皇
室
に
ゆ
か
り
の
あ
る
王
城
守
護
の
本
山
と

し
て
話
に
取
り
入
れ
る
こ
と
自
体
は
、
自
然
な
発
想
の
範
囲
と
思
わ
れ
る
。
西
鶴

の
咄
を
読
む
際
、「
物
付
」と
い
う
方
向
か
ら
の
み
筋
を
通
す
こ
と
に
固
執
す
る
と
、

却
っ
て
見
失
う
も
の
も
あ
り
そ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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六

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
典
拠
論
を
検
討
し
た
上
で
、
西
鶴
が
怪
異
の
主
体
を

「
守
宮
」
に
特
定
し
、
見
顕
わ
し
の
役
を
担
わ
せ
る
「
女
大
工
」
を
虚
構
し
た
意
味

を
中
心
に
据
え
て
一
話
を
読
み
解
き
、
仕
掛
け
ら
れ
た
西
鶴
の
た
く
ら
み
に
迫
っ

て
み
た
。
本
話
は
、
二
｜（
ロ
）で
述
べ
た
奇
談
の
入
手
を
創
作
契
機
と
し
て
お
り
、

奇
談
の
主
を
「
守
宮
」
に
特
定
す
る
こ
と
で
閨
怨
を
呼
び
寄
せ
、
一
方
で
「
守
宮
」

を
介
し
て
怪
異
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
女
大
工
の
虚
構
の
意
味
も

大
き
い
。
単
に
女
大
工
と
い
う
珍
し
い
風
俗
を
扱
っ
た
が
ゆ
え
に
当
世
の
咄
に

な
っ
た
の
で
は
な
く
、
女
大
工
を
虚
構
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
宮
の
涙
を
暴
く
と

こ
ろ
ま
で
及
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
西
鶴
の
作
意
と
新
し
さ
を
窺
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

五
｜（
ニ
）で
若
干
触
れ
た
よ
う
に
、
個
々
の
道
具
立
て
は
連
想
の
糸
で
二
重
三

重
に
繫
が
っ
て
重
奏
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
同
時
に
道
具
立
て
の
一
つ
一
つ

に
そ
の
部
品
を
選
ん
だ
作
者
の
必
然
が
あ
る
。
西
鶴
は
何
食
わ
ぬ
顔
で
謎
を
仕
掛

け
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
読
み
解
く
と
共
に
、
作
為
に
気
付
く
こ
と
を
、

咄
自
体
も
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

最
後
に
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
見
ら
れ
る
「
咄
の
新
し
さ
、
西
鶴
ら
し
さ
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
当
該
の
咄
に
顕
著
な
特
徴
を
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
怪
異
を
扱
い
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
離
脱
し
、
諧
謔
に
向
か
う
傾
向
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
怪
異
離
れ
を
起
こ
し
て
い
る
要
因
は
一
、
二
に
限
ら
な
い
。

詳
述
は
別
な
機
会
に
譲
る
が
、
妖
物
の
姿
形
の
形
容
に
始
ま
り
、
誇
張
・
俗
化
・

言
葉
遊
び
・
軽
口
的
趣
向
・
挿
絵
な
ど
が
そ
の
働
き
を
担
い
、
俳
諧
的
精
神
を
具

現
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
西
鶴
は
、
も
と
も
と
怪
異
そ
の
も
の
を
描

く
意
図
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「『
諸
国
は
な
し
』

に
見
る
怪
異
性
」
と
い
う
一
書
全
体
を
見
渡
す
視
点
か
ら
、
稿
を
改
め
て
追
究
す

る
予
定
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
五
｜（
ロ
）
で
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
中
世
説
話
の
解
体
と
当

世
化
」
と
も
い
う
べ
き
咄
の
手
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
伝
統
的
説
話

の
パ
タ
ー
ン
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
論
理
を
侵
食
し
て
、
当
世

の
話
に
作
り
変
え
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
本
話
に
即
し
て
言
え
ば
、「
市
井
の
女
大

工
が
、
後
宮
で
起
き
た
怪
異
の
正
体
を
見
顕
わ
す
」、
と
い
う
虚
構
を
新
た
に
生
み

出
し
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
「
特
別
な
人
間
の
存
在
を
必
要
と
し
て
い
た
英
雄
説

話
」
を
侵
食
し
、
当
世
の
咄
と
し
て
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
説
話
を
当
世
に
再
生
す
る
西
鶴
の
意
図
的
方
法
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。「
先
行
作
品
群
の
解
体
と
当
世
化
」と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば

大
上
段
に
過
ぎ
る
テ
ー
マ
と
な
ろ
う
が
、
今
後
個
々
の
作
品
に
即
し
て
そ
の
様
相

を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

﹇
注
﹈

⑴

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊

平
成
十
七
年
三
月

至
文
堂

⑵

西
鶴
学
会
編

昭
和
十
七
年
十
二
月

台
湾
三
省
堂
。
な
お
同
論
文
指
摘
の
典
拠
の

う
ち
、
後
述
の
「
夢
中
の
怪
」
に
つ
い
て
は
三
｜（
ニ
）
で
触
れ
る
。
こ
れ
は
「
咄
の

一
類
型
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
素
材
を
厳
選
し
て
原
拠
と

見
定
め
る
、
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
第
二
章
の
検
討
対

象
か
ら
は
外
す
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

⑶

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
あ
と
さ
き

『
西
鶴
の
研
究
』
所
収

一
九
六
九
年

未
来
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社

⑷

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

西
鶴
諸
国
ば
な
し

本
朝
二
十
不
孝

男
色
大
鑑
』

（
宗
政
五
十
緒

松
田
修

暉
峻
康
隆

一
九
九
六
年

小
学
館
）

『
対
訳
西
鶴
全
集
５

西
鶴
諸
国
ば
な
し

懐
硯
』（
麻
生
磯
次

冨
士
昭
雄

昭
和

五
十
年

明
治
書
院
）

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

好
色
二
代
男

西
鶴
諸
国
ば
な
し

本
朝
二
十
不
孝
』

（
冨
士
昭
雄

井
上
敏
幸

佐
竹
昭
宏

一
九
九
一
年

岩
波
書
店
）

『
西
鶴
全
作
品
エ
ッ
セ
ン
ス
集
成
』（
浮
橋
康
彦

二
〇
〇
二
年

和
泉
書
院
）

⑸

江
本
裕
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
｜

説
話
的
発
想
に
つ
い
て
」『
近
世
文
芸
８
』
昭
和
三

七
年
十
一
月

宗
政
五
十
緒

前
掲
注
３
論
文

藤
江
峰
夫
「
西
鶴
の
咄
の
種
｜

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
中
の
三
編
を
め
ぐ
っ
て
」

『
玉
藻
25
』

平
成
二
年
三
月

⑹

『
民
話
の
思
想
』
一
九
七
三
年

平
凡
社
刊

⑺

前
掲
注
５
論
文

⑻

大
久
保
順
子
「
説
話
の
再
編
と
受
容
｜

『
昔
物
語
治
聞
集
』
と
改
題
本
の
諸
本
」

（『
香
椎
潟
50
』

平
成
十
六
年
十
二
月
）
に
、
宮
城
県
図
書
館
伊
達
文
庫
蔵
本
（
貞
享

元
年
刊
）、
及
び
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
本
（
元
禄
十
四
年
刊
）
の
書
誌

紹
介
が
あ
る
。

⑼

版
元
の
八
尾
清
兵
衛
は
、『
元
禄
太
平
記
』
巻
六
「
書
林
の
中
で
学
者
た
づ
ぬ
る
」
に
、

京
都
の
本
屋
十
哲
の
一
人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
八
尾
」
の
同
族
と
考
え
ら
れ
る
。

『
改
訂
増
補
近
世
書
林
板
元
総
覧
』（
井
上
隆
明

平
成
十
年

青
裳
堂
書
店
）に
は
、

『
般
若
心
経
註
解
並
金
剛
経
註
解
』
寛
文
七
・
延
宝
三
、
が
あ
が
っ
て
い
る
。

⑽

日
記
な
ど
の
傍
証
の
あ
る
例
か
ら
引
き
出
し
た
数
字
で
あ
る
。
実
際
に
は
個
別
の

様
々
な
要
因
が
絡
む
わ
け
で
、
限
ら
れ
た
例
と
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
を
同
列
に
扱
う

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
だ
が
、
俳
諧
興
行
に
基
づ
く
俳
書
の
出
版
や
際
物
の
刊
行

事
例
、
近
刊
予
告
広
告
、
草
稿
完
成
時
の
序
跋
年
次
な
ど
と
い
っ
た
資
料
を
併
せ
考

え
る
と
、
や
は
り
二
、
三
カ
月
の
作
業
期
間
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。

池
田
屋
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
は
、
羽
生
紀
子
『
西
鶴
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
』

第
二
章
「
大
坂
出
版
界
の
具
体
相
｜

西
鶴
の
周
辺
」（
二
〇
〇
〇
年

和
泉
書
院
）

に
調
査
・
考
察
が
あ
る
。

「
近
年
諸
国
は
な
し
」
の
成
立
過
程

『
国
文
学
論
叢
｜

近
世
小
説

研
究
と
資

料
』

至
文
堂

昭
和
三
十
八
年
十
月

『
日
本
百
科
全
書
』「
や
も
り
」
の
項
（
昭
和
六
十
三
年

小
学
館
）、
及
び
『
50
歳
か

ら
の
健
康
術
』
一
三
八
ぺ

田
中
良
治

（
一
九
九
三
年

北
海
道
新
聞
社
）。

寺
島
良
安

昭
和
四
十
五
年

東
京
美
術

『
四
部
備
要
』
集
部
に
よ
る
。
亀
策
伝
を
踏
ま
え
、
本
話
と
の
共
通
性
が
あ
る
。

『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
十
巻
。
以
下
、
西
鶴
作
品
の
引
用
は
『
定
本
西
鶴
全
集
』
に
よ

る
。

野
間
光
辰
編

昭
和
三
十
六
年

友
山
文
庫

近
世
文
芸
叢
刊
別
巻
１

昭
和
四
八
年

『
節
用
集
大
系
』（
大
空
社
）
に
よ
る
。

寛
永
六
歳
永
田
調
兵
衛
版

巻
十
四
17
ウ
に
よ
る
。

平
成
三
年
八
月

日
本
女
子
大
学

『
文
明
本
節
用
集
』・『
和
漢
三
才
図
会
』に
は
見
ら
れ
る
が
、
さ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な

い
。

近
藤
忠
義

『
日
本
古
典
読
本
』昭
和
十
四
年

日
本
評
論
社
、
及
び
堤
精
二

前
掲

注
12
論
文

『
五
朝
小
説
』
の
諾
皐
記
。

幕
府
が
大
工
田
畠
高
役
免
除
を
公
認
し
た
寛
永
十
二
年
頃
と
い
う
（『
平
成
15
年
度

特
別
陳
列
江
戸
時
代
の
大
工
さ
ん
』

吹
田
市
立
博
物
館

展
示
図
録
に
よ
る
）。

例
を
挙
げ
る
と
、
小
普
請
方
奉
行
は
寛
永
九
年
に
四
名
だ
っ
た
の
が
承
応
三
年
に
は

十
名
と
な
る
。
延
宝
五
年
に
は
、
町
大
工
か
ら
三
人
が
小
普
請
方
棟
梁
に
登
用
さ
れ
、

技
術
力
の
向
上
と
柔
軟
な
体
制
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
小
普
請
方
は
次
第
に
力

を
付
け
、
元
禄
期
に
は
小
普
請
方
が
作
事
方
を
凌
駕
す
る
と
い
う（『
近
世
大
工
の
系

譜
』

内
藤
昌

昭
和
五
十
六
年
九
月

ぺ
り
か
ん
社
）。
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谷
直
樹

平
成
四
年

思
文
閣
出
版

中
井
家
支
配
下
の
大
工
構
成
に
つ
い
て
は
、
所
属
大
工
の
個
人
名
が
記
さ
れ
る
奉
加

帳
か
ら
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
中
井
家
大
工
支
配
の
研
究
』
第
一
章
参

照
）。
個
人
大
工
も
含
ま
れ
る
が
、
彼
ら
は
格
付
け
の
高
い
棟
梁
が
多
い
と
い
う
。
な

お
小
普
請
方
の
組
織
に
つ
い
て
は
『
日
本
建
築
生
産
に
関
す
る
研
究
一
九
五
九
』

渡
邊
保
忠

二
〇
〇
四
年

明
現
社

第

部
第
三
編
第
二
章
「
江
戸
幕
府
に
お

け
る
官
営
営
繕
組
織
」
に
よ
っ
た
。

東
京
市
役
所
編
纂

明
治
四
十
五
年
三
月

博
文
舘

一
九
六
〇
年

三
一
書
房

拙
稿
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
咄
の
創
作
｜

八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」（『
北
星
論
集
36
』

一
九
九
九
年
）
第
四
章
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

近
藤
忠
義
『
日
本
古
典
読
本
』（
前
掲
注
23
書
）、
及
び
森
山
重
雄
『
封
建
庶
民
文
学

の
研
究
』（
前
掲
注
30
書
）
は
、
土
蜘
蛛
伝
説
の
諧
戯
化
説
を
取
る
。

綱
説
話
を
当
世
化
し
た
話
と
し
て
、『
懐
硯
』
巻
一
「
二
王
門
の
綱
」
が
思
い
浮
か
ぶ
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
本
話
に
は
肝
心
の
鬼
の
腕
や
取
り
返
し
に
来
る
展
開
な
ど
が
全

く
見
ら
れ
な
い
。
綱
説
話
と
鬼
の
腕
と
の
結
び
付
き
の
強
さ
を
考
慮
す
る
と
、
綱
説

話
に
原
拠
を
求
め
る
考
え
方
に
は
組
し
に
く
い
。
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Key words:Saikaku’s tacit social criticism,Yamori (Japanese lizard),Onnna Daiku (woman carpen-

ter),the misery of the Emperor’s wives

［Abstract］

Making the Stories of Saikaku Shokoku Hanashi :

Saikaku’s Purpose and Method in“Misenu Tokoro wa Onna Daiku”

Terue MIYAZAWA

 

The purpose of this paper is to shed light on Saikaku’s tacit social criticism seen in his
 

work “Misenu Tokoro wa Onna Daiku,”a story included in Saikaku Shokoku Hanashi. Why
 

Saikaku described an unusual scene―the appearance of a Yamori (Japanese lizard) and
 

Onnna Daiku (woman carpenter)in the Emeror’s harem in Kyoto is investigated. It can be
 

concluded that Saikaku tacitly meant to illustrate the misery of the Emperor’s wives,who
 

could no longer expect his affection.
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