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め
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１

先
に
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
史
ノ
ー
ト
（
１
）」（
以
下
、「
ノ
ー
ト
（
１
）」

と
す
る
）
に
お
い
て
、
昭
和
２０
年
以
前
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
の
流
れ
を

通
観
し
、
作
品
評
価
を
め
ぐ
る
個
々
の
研
究
を
検
証
す
る
と
共
に
、
現
代
に
繋
が

２

る
課
題
を
考
察
し
た
。
次
い
で
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
史
ノ
ー
ト
（
２
）」

（
以
下
、「
ノ
ー
ト
（
２
）」
と
す
る
）
で
は
、
戦
前
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
典

拠
研
究
を
整
理
し
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
在
処
を
明
確
に
し
、
諸
問
題
を
検
討
し

た
上
で
、
論
者
の
考
え
る
典
拠
論
と
は
「
作
者
の
作
為
・
た
く
ら
み
を
発
見
し
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
の
筋
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
論
で
あ
る
」
と
定
義
づ

け
た
。

本
稿
は
、
戦
前
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
に
お
け
る
「
俳
諧
性
の
指
摘
」

を
扱
い
、「
ノ
ー
ト
（
１
）・（
２
）」
の
補
遺
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

昭
和
４０
年
代
に
至
っ
て
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
俳
諧
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ

３

と
を
通
し
て
西
鶴
の
咄
の
独
自
性
を
探
ろ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
る
が
、
こ
う
し

た
試
み
が
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
な
形
で
芽
生
え
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た

の
か
を
、
明
治
以
降
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
の
中
で
検
証
し
、
そ
の
意
義

と
限
界
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：
西
鶴
諸
国
は
な
し

俳
諧
性

山
口
剛

近
藤
忠
義
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と
は
い
え
、『
諸
国
は
な
し
』
の
中
に
俳
諧
の
方
法
が
見
ら
れ
る
と
認
識
し
、

「
俳
諧
性
」
又
は
「
俳
諧
的
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
積
極
的
に
そ
の
様
相
を

分
析
す
る
、
或
い
は
、
文
体
や
構
想
に
お
け
る
俳
諧
的
な
特
徴
を
抽
出
し
て
作
品

論
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
動
き
は
、
戦
前
に
は
極
め
て
少
な
い
。

確
か
に
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
作
品
が
現
実
の
題
材
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び

そ
こ
に
日
常
生
活
や
当
世
風
俗
の
描
写
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
認
識
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
認
識
が
、
談
林
俳
諧
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る

「
現
実
性
」
や
「
当
世
化
」
と
い
う
操
作
に
結
び
つ
い
た
形
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と

４

は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
明
治
２０
年
代
の
西
鶴
の
復
活
が
文
学

者
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
者
主
導
の
研
究
時
期
が
続
い
た
こ
と
が
関
係

し
よ
う
。

こ
う
し
た
中
で
、「
西
鶴
浮
世
草
子
に
見
ら
れ
る
俳
諧
性
」
へ
の
気
づ
き
が
明

確
な
形
で
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
山
口
剛
の
「『
好
色
一
代
男
』
の
成
立
」（『
早
稲

５

田
文
学
』
大
正
１１
年
３
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
論
考
で
あ
る
。『
西
鶴
諸

６

国
は
な
し
』
論
は
、『
西
鶴
名
作
集
下
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
談
林
俳

諧
と
浮
世
草
子
と
の
内
面
的
な
交
渉
を
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
側
面
か
ら
捉
え
、
小

７

説
と
俳
諧
双
方
に
亘
っ
て
人
間
性
の
発
露
を
論
じ
た
の
が
近
藤
忠
義
で
あ
る
。

８

『
西
鶴
』（
昭
和
１４
年
５
月
）
に
は
、『
近
年
諸
国
咄
』
の
翻
刻
と
施
注
、
作
品
解

説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
西
鶴
の
俳
諧
的
手
法
を
近
藤
自
身
が
十
分

に
認
知
し
て
い
た
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
山
口
剛
と
近
藤
忠
義
の
研
究
を
取
り
上
げ
て
検
証
し
、
西
鶴
浮
世

草
子
の
「
俳
諧
性
」
に
目
を
向
け
た
彼
ら
の
指
摘
が
、
同
時
代
の
『
西
鶴
諸
国
は

な
し
』
評
価
に
変
革
を
も
た
ら
す
方
法
原
理
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

理
由
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
お
、
影
響
関
係
の
メ
モ
を
矢
印
に
よ
っ

て
付
記
し
、
引
用
は
現
代
表
記
も
併
用
す
る
。

二
、
山
口
剛

１
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
対
す
る
評
価

は
じ
め
に
、
山
口
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
対
す
る
評
価
を
確
認
し
て
お
く
。

『
西
鶴
名
作
集
下
』
解
説
そ
の
一
で
は
、
志
怪
の
書
の
流
行
に
倣
っ
た
も
の
と
し

な
が
ら
、「
教
訓
を
避
け
る
。
博
識
を
衒
は
な
い
。
更
に
不
思
議
の
こ
と
の
み
を

伝
へ
な
い
。
む
し
ろ
怪
談
と
し
て
は
現
実
の
色
が
濃
い
」
な
ど
の
点
に
お
い
て
、

当
時
の
志
怪
の
書
と
は
異
な
る
西
鶴
の
独
自
性
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。
序
の

「
都
の
嵯
峨
に
四
十
一
ま
で
大
振
袖
の
女
あ
り
こ
れ
を
お
も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の

世
に
な
い
物
は
な
し
」
を
取
り
上
げ
、
現
実
色
が
濃
い
奇
談
異
聞
の
書
と
す
る
。

同
書
解
説
そ
の
二
で
は
、
テ
ー
マ
に
即
し
て
問
題
を
掘
り
下
げ
、
作
品
評
価
を

打
ち
出
し
て
い
る
。『
諸
艶
大
鑑
』
か
ら
『
諸
国
は
な
し
』
へ
の
推
移
に
は
、『
諸

艶
大
鑑
』
に
お
け
る
『
宇
治
拾
遺
』
の
利
用
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
新
見
（
後

述
）
を
提
示
し
、
片
岡
良
一
が
唱
え
た
「
作
家
的
成
長
説
」
と
は
異
な
る
立
場
を

示
し
た
。
一
方
作
品
の
評
価
で
は
、
独
吟
二
万
三
五
〇
〇
句
成
就
の
疲
労
の
中
で

書
か
れ
た
題
材
主
義
の
低
調
な
説
話
作
品
と
し
、
見
聞
の
主
の
不
在
を
欠
陥
と
見

る
。
こ
の
評
価
は
、
立
場
を
異
に
し
て
い
た
は
ず
の
片
岡
良
一
の
低
調
作
品
説

（
大
正
１５
年
３
月
。「
ノ
ー
ト
（
１
）」
参
照
）
を
、
さ
ら
に
強
調
し
た
形
で
あ
る
。

そ
の
一
が
概
説
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
二
が
作
品
論
で
あ
る
、
と
い
う
両
者
の
性
格
の

違
い
を
考
え
て
も
、「
怪
異
性
・
教
訓
性
に
走
ら
ず
現
実
色
が
強
い
奇
談
集
」
と

し
て
本
書
を
評
価
す
る
一
と
、「
軽
く
貧
弱
な
低
調
作
品
」
と
断
ず
る
二
と
で
は
、

そ
の
姿
勢
が
大
き
く
異
な
る
。

変
化
を
も
た
ら
し
た
直
接
の
要
因
は
今
詳
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
同
時

代
の
人
間
主
義
賞
賛
に
抗
し
、「
浮
世
草
子
に
見
る
俳
諧
性
」
と
い
う
切
り
口
に

よ
っ
て
新
た
な
方
向
性
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

山
口
の
中
で
は
、『
一
代
男
』
や
『
諸
艶
大
鑑
』
と
い
っ
た
小
説
と
し
て
の
結
構

（
二
）
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を
持
つ
作
品
と
、
諸
国
奇
談
集
を
う
た
う
『
諸
国
は
な
し
』
と
は
ジ
ャ
ン
ル
を
異

に
す
る
作
品
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、「
大
矢
数
の
後
の
休
養
期
間
中

に
筆
を
と
っ
た
軽
い
も
の
」
と
い
う
認
識
は
、
そ
の
二
に
一
貫
し
て
い
る
。
山
口

の
こ
の
評
価
以
後
、
本
書
の
「
軽
さ
」
は
「
貧
弱
・
低
調
」
と
同
義
に
扱
わ
れ
て

い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２
、
虚
実
の
手
法

山
口
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
評
価
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
で
は

「
虚
実
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
口
の
考
え
た
「
俳
諧
性
」

の
真
相
を
探
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、『
好
色
一
代
男
』
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

西
鶴
の
俳
諧
、
ま
た
彼
が
属
す
る
談
林
の
俳
諧
の
性
質
は
、
お
の
づ
か
ら

蕉
風
の
閑
寂
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
興
は
山
野
幽
邃
の
境
に
寄
せ
ら
れ
ず

に
、
遊
里
弦
歌
の
地
に
寓
せ
ら
れ
る
。
さ
な
が
ら
に
浮
世
草
子
の
世
界
の
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
俳
諧
が
わ
づ
か
に
表
現
の
様
式
を
か
へ
さ
へ
す
れ
ば
、

も
う
と
う
に
浮
世
草
子
で
あ
り
、
好
色
本
で
あ
っ
た
。
…
…
（
俳
諧
生
活
の
）

二
十
六
年
は
あ
ま
り
に
永
か
っ
た
。
彼
の
目
も
心
も
す
べ
て
俳
諧
的
に
な
り

き
っ
た
。
新
し
い
芸
を
浮
世
草
子
に
託
さ
う
と
し
な
が
ら
も
、
態
度
も
手
法

９

も
依
然
と
し
て
昨
の
俳
諧
を
脱
し
か
ぬ
る
も
の
が
あ
っ
た
。（「
一
代
男
論
」）

山
口
は
、
西
鶴
浮
世
草
子
に
伺
う
こ
と
の
で
き
る
俳
諧
的
な
要
素
を
、
俳
諧
師

と
い
う
作
者
の
属
性
に
帰
結
さ
せ
る
。「
俳
諧
精
神
」
が
西
鶴
の
浮
世
草
子
を
貫

い
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
が
西
鶴
浮
世
草
子
の
長
所
で
も
あ
り
短
所

で
も
あ
る
と
言
う
。『
一
代
男
』
に
俳
諧
の
方
法
を
看
取
す
る
こ
と
は
、
今
日
で

は
疑
い
の
余
地
が
な
い
了
解
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
鶴
に
近
代
性
を
発
見
し
、

そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
研
究
状
況
の
中
で
は
、
極
め
て
斬
新
な

卓
見
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
山
口
は
、
西
鶴
の
小
説
手
法
が
意
図
的
な

方
法
で
あ
り
俳
諧
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、「
虚
と
実
」
と
い
う
表
現

を
用
い
る
。

西
鶴
は
見
聞
の
正
し
き
を
そ
の
ま
ま
伝
へ
る
と
共
に
、
精
し
か
ら
ぬ
筋
に

は
虚
を
以
て
補
ふ
。
虚
を
実
と
見
紛
ら
す
場
合
も
あ
っ
た
。
虚
を
虚
と
し
て

を
か
し
さ
に
資
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
す
べ
て
俳
諧
の
興
趣
で
あ
っ

た
。（
前
掲
『
西
鶴
名
作
集
下
』
解
説
）

右
に
引
用
し
た
「
虚
と
実
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、「
西
鶴
が
当
時
の
有

識
の
読
者
を
想
定
し
て
い
た
」
と
い
う
視
座
に
立
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

多
く
の
場
合
に
、
西
鶴
は
個
々
の
事
象
の
描
写
に
於
い
て
、
実
を
以
て
し
、

そ
の
配
列
に
於
い
て
虚
を
以
て
す
る
。
ま
た
、
個
々
の
事
象
に
実
を
以
て
宛

て
な
が
ら
、
そ
の
一
部
に
虚
を
残
す
。
た
と
へ
ば
、
事
と
処
に
実
が
あ
れ
ば
、

人
に
虚
が
あ
り
、
人
と
事
と
に
実
が
あ
れ
ば
、
処
に
虚
の
あ
る
が
如
き
で
あ

る
。
も
と
の
事
実
を
悉
く
知
ら
ぬ
者
は
、
読
ん
で
悉
く
信
じ
、
そ
の
中
の
一

虚
事
を
見
出
し
た
も
の
は
、
他
の
事
実
に
対
し
て
も
、
軽
い
疑
ひ
を
有
つ
。

信
ず
べ
き
か
、
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
か
、
そ
の
惑
ひ
の
中
に
、
を
か
し
さ
面
白

さ
を
味
ふ
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
有
識
の
読
者
に
は
、
か
う
い
ふ
感
を
抱
く

も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。（「
虚
実
皮
肉
の
間１０

」）

以
上
の
山
口
剛
に
よ
る
指
摘
は
、
二
つ
の
面
か
ら
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第

一
は
、
作
品
世
界
は
あ
く
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
以
上
、
事
実
そ
の
も
の
と

作
品
世
界
と
は
異
な
る
こ
と
を
認
識
し
、
読
み
の
原
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
主
張

（
三
）
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す
る
側
面
で
あ
る
。
当
然
至
極
な
前
提
で
あ
る
が
、
敢
え
て
再
認
識
を
促
さ
ね
ば

な
ら
な
い
時
代
の
必
然
が
あ
っ
た
。
第
二
は
、
当
代
に
お
け
る
有
識
の
読
者
が
行
っ

た
で
あ
ろ
う
作
品
享
受
の
あ
り
方
に
近
づ
き
、
虚
と
実
と
を
意
図
的
に
交
え
て
創

作
し
て
い
る
作
家
の
虚
構
意
識
に
分
け
入
る
必
要
性
が
あ
る
、
と
説
く
側
面
で
あ

る
。
後
代
の
研
究
指
針
と
な
る
姿
勢
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
も
、「
人
間
の
真
実
を
描
く
リ
ア
リ
ス
ト
西
鶴
」
を
顕
彰
す
る
同
時
代

の
思
潮
に
傾
斜
し
た
近
代
的
作
品
理
解
、
及
び
描
か
れ
た
事
柄
を
「
事
実
」
と
捉

え
、
そ
の
実
証
に
向
か
う
研
究
の
あ
り
１１方
に
対
す
る
反
定
立
と
解
し
て
誤
る
ま
い
。

次
の
記
述
な
ど
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
伺
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。

時
の
隔
た
り
は
、
西
鶴
の
虚
実
を
全
く
混
淆
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
多

く
、
西
鶴
の
筆
を
信
じ
て
、
書
か
れ
た
も
の
を
、
み
な
が
ら
に
実
と
の
み
お

も
は
せ
る
。
作
意
を
露
は
に
見
せ
な
か
つ
た
町
人
物
に
な
る
と
一
段
と
さ
う

で
あ
る
。
西
鶴
が
猶
ゐ
た
な
れ
ば
今
の
読
者
に
ど
ん
な
苦
笑
を
以
て
対
す
る

か
。
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。（
前
掲
「
虚
実
皮
肉
の
間
」）

「
近
代
的
人
間
像
を
冷
静
に
観
察
し
形
象
化
し
た
西
鶴
は
、
近
代
的
人
間
で
あ

る
」
と
い
う
評
価
の
筋
道
が
定
着
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
西
鶴
の
方
法
に
注

目
し
続
け
た
山
口
の
西
鶴
研
究
は
、
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

３
、
俳
諧
性
の
諸
相

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
俳
諧
性
」
に
話
を
絞
ろ
う
。
山
口
の
言
う
「
俳
諧
性
」

は
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
含
む
。
私
に
四
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
上
げ
、
そ
の

内
容
を
以
下
に
整
理
し
て
お
く
。
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
と
問
題
点
に
も
触

れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ア
、
作
品
創
作
の
推
移

第
一
は
、
前
句
と
の
脈
絡
と
距
離
（
即
離
の
関
係
）
を
保
つ
独
吟
の
付
合
変
化

が
、
そ
の
ま
ま
作
品
創
作
の
推
移
に
当
て
は
ま
る
と
す
る
点
で
あ
る
。『
西
鶴
諸

国
は
な
し
』
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

『
諸
艶
大
鑑
』
と
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
と
を
比
較
す
る
と
、
目
録
小
見
出
し

形
式
の
近
似
性
や
、
後
者
に
お
け
る
怪
異
性
の
増
加
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

両
者
の
間
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
置
い
て
み
る
と
、
両
者
の
関
係
の
大
き
さ
と

創
作
推
移
の
あ
り
よ
う
と
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
す
な
わ
ち

①
、『
諸
艶
大
鑑
』
の
発
端
に
す
で
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
面
影
が
見
ら
れ

る
こ
と
、
及
び
巻
三
「
朱
雀
の
狐
福
」
が
『
宇
治
拾
遺
』「
利
仁
薯
粥
の
事
」

の
転
合
化
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

②
、
前
作
に
お
い
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
利
用
し
た
西
鶴
が
、
同
じ
く
『
宇

治
拾
遺
』
の
形
式
を
借
り
て
諸
国
奇
談
集
に
手
を
染
め
た
の
が
『
西
鶴
諸
国

は
な
し
』
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。（
前
掲
『
西
鶴
名
作
集
下
』
解
説
そ
の
二
）

作
品
間
の
変
化
の
要
因
を
作
家
的
成
長
に
求
め
た
片
岡
良
一
の
研
１２究
を
考
え
併

せ
る
と
、
山
口
が
、
い
か
に
西
鶴
の
方
法
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
独
自
の
読
み
を
開

拓
し
て
い
た
か
が
明
瞭
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
作
家
の
精
神
性
と
そ
の
成
長
と
が

作
品
に
直
接
反
映
し
て
い
る
と
い
う
前
提
を
疑
う
こ
と
な
く
、
創
作
方
法
は
リ
ア

リ
ズ
ム
の
手
法
（
事
実
に
基
づ
く
形
象
化
）
に
、
作
品
の
読
み
は
人
間
主
義
的
解

釈
に
向
か
う
研
究
方
向
に
与
せ
ず
、「
先
行
文
芸
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
点
」、

及
び
「
虚
構
化
の
方
法
に
着
目
し
て
い
る
点
」
が
画
期
的
な
の
で
あ
る
（
先
行
文

芸
と
の
関
係
は
、
次
に
挙
げ
る
俳
諧
性
そ
の
二
「
翻
案
」
に
繋
が
る
要
素
で
あ
る
）。

但
し
、
著
作
の
推
移
と
付
合
変
化
と
を
重
ね
る
と
い
う
山
口
の
提
示
し
た
論
理

は
、
著
作
順
序
と
刊
行
順
序
と
の
問
題
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
西
鶴
生
前
の
全
作

品
に
わ
た
る
整
合
性
を
伴
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
に
限
っ
て
み
て
も
、

（
四
）
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『
諸
艶
大
鑑
』
と
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
と
の
間
に
先
行
文
芸
を
置
く
こ
と
で
、

両
者
間
の
即
離
の
関
係
を
説
明
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
稿
過
程
に
関
す
る

顧
慮
や
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
今
日
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
創
作
推
移
を
取
り

上
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
成
稿
過
程
と
い
う
問
題
意
識
が
不

可
欠
で
あ
ろ
う
。

イ
、
翻
案

第
二
は
、
西
鶴
が
創
作
に
あ
た
っ
て
典
拠
を
必
要
と
し
、
そ
の
典
拠
を
種
種
に

弄
び
、
俳
諧
化
し
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
一
つ
の
作
品
が

本
説
を
持
つ
、
或
い
は
和
漢
の
古
典
と
部
分
的
関
係
を
持
つ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

原
拠
と
そ
の
翻
案
方
法
に
着
目
す
る
行
き
方
で
、
前
述
し
た
虚
実
論
と
通
底
し
て

い
る
。
残
念
な
が
ら
具
体
的
に
論
じ
た
例
は
少
な
い
。
最
も
重
要
な
作
品
が
『
一

代
男
』
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
、
さ
ら

に
は
、
続
く
『
二
代
男
』
が
「
宇
治
十
帖
」
と
『
宇
治
拾
遺
』
の
翻
案
で
あ
る
と

す
る
（
論
の
是
非
は
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
）。
こ
う
し
た
論
考
に
よ
っ
て
、
山

口
は
西
鶴
の
方
法
論
に
注
目
す
る
道
を
拓
い
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
翻
案
と
は
作
者
自
身
の
作
意
を
梃
子
と
し
た
原
作
の
再
構
築
を
意

味
す
る
。
山
口
が
「
そ
の
典
拠
を
種
種
に
弄
び
」
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
俳
諧
に

通
じ
る
興
と
笑
い
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
前
期
の
作
品
が
「
必
ず
典
拠
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
典
拠
を
種

種
に
弄
ぶ
、
俳
諧
化
す
る
。
そ
の
事
が
と
も
す
る
と
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
…
…

典
拠
の
俳
諧
化
の
う
ち
に
現
代
の
事
象
を
籠
め
る
（
虚
の
中
に
実
を
籠
め
る
）」

の
に
対
し
、
後
期
の
作
品
は
、「
典
拠
を
離
れ
て
現
代
の
事
象
に
専
ら
に
な
る
。

…
…
そ
う
な
る
と
却
っ
て
実
な
き
典
拠
の
名
を
そ
の
作
に
負
わ
せ
よ
う
と
す
る

（『
永
代
蔵
』
と
『
大
福
新
長
者
教
』、『
新
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
』
な
ど
）」
と

説
明
が
加
わ
る
。
さ
ら
に
は
、
通
観
し
て
「
典
拠
あ
る
時
期
に
は
、
ひ
た
隠
し
に

隠
し
、
な
い
時
期
に
は
却
っ
て
附
会
し
よ
う
と
す
る
。
例
の
俳
諧
の
戯
れ
で
あ
る
」

と
し
て
、
作
風
の
変
化
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
も
俳
諧
精
神
は
貫
か
れ
て
い
る
と
説

く
（
前
掲
『
西
鶴
名
作
集
下
』
解
説
）。

『
長
者
教
』
や
『
可
笑
記
』
な
ど
の
誤
り
は
措
く
と
し
て
、
古
典
作
品
の
翻
案

を
挙
げ
る
山
口
の
論
考
は
、
本
説
に
拘
り
す
ぎ
る
か
に
見
え
る
部
分
が
あ
る
。
そ

の
拘
り
に
よ
っ
て
、
作
意
や
興
の
方
向
性
が
限
定
さ
れ
る
危
惧
が
無
い
と
は
言
え

な
い
。
ま
た
、
全
体
構
想
を
論
じ
る
際
の
本
説
の
問
題
に
重
心
が
置
か
れ
る
が
、

本
説
と
一
つ
一
つ
の
説
話
を
問
題
に
す
る
際
の
原
拠
の
問
題
と
は
、
さ
ら
に
区
別

し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

�
�

「
ノ
ー
ト
（
２
）」
で
も
触
れ
た
が
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
と
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
と
の
関
係
は
、
そ
の
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
昭
和
４０

年
代
の
説
話
や
咄
の
方
法
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
原
題
「
大
下
馬
」
へ
の
解

釈
を
深
め
た
。
す
な
わ
ち
、「
宇
治
大
納
言
隆
国
に
な
ら
っ
て
、
人
々
を
下
馬

さ
せ
て
聞
い
た
咄
を
書
き
と
め
た
」
意
で
あ
る
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
解
釈
か
ら
、

「
馬
か
ら
下
り
て
お
聞
き
な
さ
い
」
と
い
う
咄
の
呼
び
込
み
（
宗
政
五
十
緒
）、

「
人
々
を
下
馬
せ
し
め
る
く
ら
い
お
も
し
ろ
い
話
」
と
い
う
自
負
の
表
明
（
江

本
裕
）、
と
い
う
積
極
的
な
解
釈
に
進
み
、
作
品
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
異
な
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
谷
脇
理
史
は
、『
宇
治
拾
遺
』
が
同
時
代
作
品
と

し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
西
鶴
が
対
抗
意
識
を
も
っ
て
（
発
想
・

方
法
・
内
容
な
ど
を
）
逆
転
し
相
対
化
し
て
超
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た

と
説
い
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
の
位
相
関
係
は
、
依
拠

か
ら
競
合
へ
と
完
全
に
塗
り
替
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

（
五
）
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ウ
、
配
列

山
口
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
俳
諧
性
」
の
第
三
は
、
同
一
作
品
内
に
お
け
る

章
や
巻
の
配
列
に
俳
諧
方
式
、
す
な
わ
ち
変
化
と
な
ん
ら
か
の
脈
絡
（
一
見
繋
が

ら
ぬ
よ
う
で
い
て
、
ど
こ
か
繋
が
る
即
離
の
関
係
）
を
認
め
よ
う
と
す
る
点
で
あ

る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
目
録
に
お
け
る
地
名
の
配
列
と
小
見
出
し
に
、
即
離

の
俳
諧
精
神
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
同
一
作
品
内
の
説
話
配
列
構
成
の
問
題
を
、

俳
諧
手
法
と
絡
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

た
と
え
ば
巻
一
を
見
る
。
奈
良
、
京
、
江
戸
、
紀
州
、
伏
見
、
箱
根
、
播

州
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
配
列
に
は
地
理
的
脈
絡
が
な
い
。
そ
こ
に
意
味
が

あ
る
。
意
味
は
む
し
ろ
変
化
に
あ
る
。
し
か
も
標
目
の
下
に
一
々
そ
の
内
容

を
要
約
す
る
言
葉
が
見
え
る
。
知
恵
、
不
思
議
、
義
理
、
慈
悲
、
音
曲
、
長

生
、
恨
、
こ
う
読
み
続
け
る
と
、
も
と
よ
り
連
絡
が
な
い
。
連
絡
の
な
い
の

は
、
変
化
を
求
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
度
三
度
読
み
返
す
と
何

と
な
し
に
、
連
絡
の
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
。
…
…
離
れ
も
せ
ぬ
、
付
き
も

せ
ぬ
関
係
に
よ
っ
て
配
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
離
の
関
係
を
重
く
み
る
こ
と
、

俳
諧
の
如
き
も
の
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
俳
諧
の
型
が
形
を
か
え
て
こ
こ
に

現
れ
た
も
の
と
し
て
見
て
よ
い
。（
前
掲
『
西
鶴
名
作
集
下
』
解
説
）

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
よ
う
な
諸
国
奇
談
集
の
場
合
、
各
章
の
説
話
配
列
の

問
題
は
、
編
集
意
図
の
問
題
と
し
て
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
解
き
明
か

そ
う
と
試
み
て
、
山
口
の
言
う
「
即
離
の
関
係
」
と
い
う
表
現
は
マ
ス
タ
ー
キ
ー

と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
先
の
道
標
が
な
い
。
究
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
煩
瑣
で
は

あ
る
が
、
各
章
に
置
か
れ
た
説
話
の
多
様
性
を
腑
分
け
し
、
次
に
は
配
列
基
準
に

つ
い
て
様
々
な
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妥
当
性
を
探
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る

以
外
あ
る
ま
い
。
こ
の
作
業
に
は
、
怪
異
性
の
有
無
、
笑
話
性
の
有
無
、
土
地
の

配
列
等
々
、
様
々
な
要
素
が
絡
ん
で
こ
よ
１３う
。
た
と
え
ば
土
地
設
定
の
問
題
一
つ

取
っ
て
も
、
咄
の
内
容
と
設
定
さ
れ
た
土
地
と
に
必
然
的
な
繋
が
り
が
あ
る
か
ど

う
か
を
一
つ
一
つ
確
認
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
一
括
り
に
し
て
扱
う
こ
と
は
危
険

で
あ
る
。

ま
た
、「
地
名
の
配
列
と
小
見
出
し
に
即
離
の
俳
諧
精
神
が
見
ら
れ
る
」
と
い

う
場
合
、「
即
離
」
の
内
実
に
捕
ら
わ
れ
す
ぎ
て
例
外
の
可
能
性
を
排
除
す
る
危

険
も
伴
う
。
山
口
は
巻
一
の
章
配
列
を
例
示
し
て
説
明
す
る
。
し
か
し
、
巻
一
と

他
の
巻
と
の
間
で
、
配
列
に
伴
う
緊
張
感
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に

く
１４い
。
や
は
り
、
各
巻
す
べ
て
の
繋
が
り
に
法
則
性
な
り
俳
諧
の
呼
吸
な
り
が
当

て
は
ま
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
章
配
列
に
着
目
し
た
山

口
の
提
言
は
、
今
な
お
本
質
に
迫
る
論
と
し
て
貴
重
で
あ
る
が
、
総
論
に
留
ま
る

物
足
り
な
さ
が
残
る
。

�
�

近
年
、
咄
ご
と
の
脈
絡
を
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ

て
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
森
田
雅
也
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
（「『
西
鶴
諸

国
は
な
し
』
試
論
（
下
）」『
日
本
文
芸
研
究
』
５３
の
２
）。

�
�

広
嶋
進
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
配
列
と
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

の
配
列
と
の
共
通
性
を
提
言
し
た
（「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
と
説
話
集
の
方
法
」

『
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
』
７８
）。

エ
、
各
章
内
部
の
展
開

「
俳
諧
性
」
の
第
四
は
、
各
章
が
「
俳
諧
的
組
織
」
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
た

め
に
却
っ
て
一
書
全
体
の
統
一
が
害
わ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
（
テ
キ
ス

ト
に
即
し
た
具
体
的
な
説
明
は
な
い
）。
自
立
し
た
各
章
内
部
に
変
化
や
脈
絡
の

即
離
性
と
い
っ
た
俳
諧
的
な
部
分
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
一
書
全
体
を
貫
く
翻
案

論
理
や
展
開
の
筋
道
に
破
綻
を
来
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。「
安
定
し
た

（
六
）
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全
体
構
想
が
小
説
に
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
一
貫
性
に
裏
打
ち
さ

れ
て
実
現
す
る
」、
と
い
う
文
学
観
に
依
拠
す
れ
ば
、
構
想
か
ら
の
逸
脱
は
マ
イ

ナ
ス
要
因
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
「
飛
躍
・
省
略
・
価
値
の

解
体
」
と
い
っ
た
俳
諧
の
精
神
構
造
並
び
に
手
法
は
、
安
定
を
拒
む
。
こ
の
間
の

自
家
撞
着
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
点
が
、
山
口
西
鶴
の
限
界
で
は
な
か
っ
た
か
。

各
章
の
咄
の
自
立
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
つ
い
て
は
、

踏
み
込
ん
だ
記
述
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
山
口
の
考
え
た
「
俳
諧
性
」
の
内
実
を

示
す
一
要
素
と
し
て
、
一
文
を
引
用
す
る
に
留
め
て
お
く
。

か
う
ま
で
俳
諧
的
で
あ
る
西
鶴
は
、
そ
の
章
そ
の
章
に
お
い
て
も
俳
諧
的

組
織
を
と
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
に
、
い
か
に
組
織
の
統
一
が
害
は
れ
て
し
ま
っ

た
か
。
こ
の
俳
諧
的
な
こ
と
が
、
ま
た
長
編
の
制
作
に
も
累
を
及
ぼ
し
た
こ

と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。「
一
代
男
」
は
い
ふ
も
更
な
り
、
能
の
組
織
に
倣
っ

た
『
五
人
女
』
に
も
、
浄
瑠
璃
の
定
型
を
追
う
た
『
暦
』
に
も
、
病
弊
は
明

に
見
ら
れ
る
。（
前
掲
『
西
鶴
名
作
集
下
』
解
説
）

４
、
意
義
と
問
題
点

以
上
、
四
つ
の
側
面
か
ら
山
口
剛
の
捉
え
た
「
俳
諧
性
」
を
辿
っ
て
き
た
。
山

口
説
は
、
俳
諧
師
西
鶴
と
浮
世
草
子
作
者
西
鶴
と
を
結
び
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
し

た
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
同
時
代
の
研
究
に
お
い
て
は
、
俳
諧

と
散
文
と
の
交
渉
は
「
談
林
俳
諧
に
現
実
社
会
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
」
と
い
う

指
摘
や
「
心
付
け
の
流
行
を
指
摘
し
て
、
西
鶴
に
と
っ
て
小
説
に
着
手
す
る
こ
と

が
不
自
然
で
は
な
い
」
と
す
る
説
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る

と
、
散
文
に
見
ら
れ
る
俳
諧
性
を
創
作
手
法
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す

る
方
向
性
の
指
示
は
貴
重
で
あ
る
。
昭
和
４０
年
代
の
研
究
方
向
を
先
取
り
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。「
典
拠
と
そ
の
転
合
化
」・「
俳
諧
精
神
」
と
い
う
本
書
の
読
解

に
欠
か
せ
な
い
視
点
を
提
示
し
た
功
績
は
大
き
い
。
好
色
も
の
・
町
人
も
の
・
武

家
も
の
と
い
っ
た
題
材
に
よ
る
分
類
で
は
な
く
、
大
き
な
視
野
に
立
っ
て
、
俳
諧

性
の
度
合
い
に
よ
る
作
品
の
捉
え
直
し
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
視
点
は
画
期
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
作
品
を
一
つ
の
単
位
と
み
な

し
、
作
品
ご
と
の
変
化
を
論
じ
て
い
る
点
に
は
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
に
照
ら
し
て
十
分
な
紙
数
を
費
や
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
よ
う
に
、
例
示
が
少
な
い
た
め
具
体
的
論
証
を
欠
い
た
総
論
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
現
代
か
ら
見
る
と
、
問
題
を
単
純
化
し
、
や
や
結
論
を
急
ぐ
感

が
否
め
な
い
。
総
じ
て
山
口
が
先
鞭
を
つ
け
た
「
俳
諧
性
」
は
、
大
枠
の
提
示
で

あ
り
精
神
の
あ
り
よ
う
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
問
題
関
心
そ
の
も
の
は
、『
一
代
男
』

を
中
心
と
す
る
俳
諧
精
神
及
び
作
品
相
互
間
の
脈
絡
に
向
い
て
お
り
、
俳
諧
精
神

、

、

、

、

、

、

を
論
じ
て
も
彼
自
身
の
小
説
構
想
論
理
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

点
が
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
へ
の
積
極
的
な
評
価
や
創
作
方
法
の
分
析
に
向
か

わ
な
か
っ
た
直
接
の
理
由
と
考
え
る
。

三
、
近
藤
忠
義

１
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
対
す
る
評
価

『
西
鶴
』（
前
掲
注
８
書
）
は
、『
近
年
諸
国
咄
』
が
「
自
由
な
も
の
の
見
方
を

は
ぐ
く
も
う
と
す
る
新
し
い
町
人
の
知
的
欲
求
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
封

建
的
な
視
野
の
狭
さ
や
固
陋
な
見
解
に
対
す
る
激
し
い
抗
議
が
あ
る
」
と
説
く
。

序
を
取
り
上
げ
て
、「
世
間
は
広
い
の
だ
、
こ
ん
な
珍
奇
な
話
も
あ
る
も
の
な
の

だ
、
視
野
を
広
げ
て
広
い
世
界
を
見
よ
」
と
い
う
主
張
を
読
み
取
り
、
新
し
い
題

材
や
主
題
の
探
求
、
合
理
主
義
思
想
・
人
間
主
義
思
想
が
見
え
る
、
と
す
る
。

各
話
に
沿
っ
て
概
略
す
れ
ば
、

修
練
に
よ
る
成
果
に
人
間
の
可
能
性
や
人
間
の
力
を
信
じ
る
近
世
的
な
考
え
方

（
七
）
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を
読
む
（
二
の
二
・
四
の
六
）

女
主
人
公
の
貞
操
観
へ
の
注
目
（
四
の
二
）
や
武
士
へ
の
賛
美
（
一
の
三
）
を

読
み
取
る

伝
承
の
近
世
化
（
二
の
一
・
四
の
五
・
三
の
四
）
に
新
し
い
解
放
さ
れ
た
人
間

意
識
を
見
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
近
藤
の
評
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
「『
諸
国
は
な
し
』
低

評
価
」
を
一
変
さ
せ
る
「
町
人
社
会
の
解
放
の
文
芸
」
と
い
う
歴
史
社
会
学
派
的

な
新
し
い
視
点
を
持
っ
た
批
評
で
あ
っ
た
。

２
、
俳
諧
性
の
諸
相

「
近
年
諸
国
咄１５

」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
近
藤
自
身
は
説
話
素
材
の
「
当
世
化
」・

「
近
世
化
」・「
滑
稽
化
」
と
い
っ
た
西
鶴
の
方
法
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
気
づ
き
は
「
人
間
復
興
、

人
間
性
へ
の
目
覚
め
、
封
建
社
会
へ
の
抵
抗
」
と
い
っ
た
理
論
に
す
べ
て
吸
収
さ

れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
個
々
の
作
品
の
読
み
と
は
別
に
、「
当
世
の
あ
り
の
ま
ま

の
人
間
を
描
く
」
と
い
う
発
見
と
そ
れ
に
対
す
る
賛
美
が
大
前
提
と
し
て
あ
り
、

そ
こ
に
こ
そ
西
鶴
文
学
の
価
値
が
あ
る
と
す
る
あ
ま
り
に
、
個
別
の
作
品
の
読
み

に
よ
る
発
見
が
全
て
「
人
間
主
義
的
作
品
」、「
人
間
復
興
の
文
学
」
と
い
う
一
つ

の
方
向
へ
収
斂
し
て
い
く
様
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
近
藤
の
付
し
た
詳
注
に
見
ら
れ
る
俳
諧
性
の
指
摘
を
取
り
上
げ
、

内
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
同
書
研
究
篇
も
一
部
参
照
す
る
。

ア
、
滑
稽
化

巻
一
「
狐
四
天
王
」

狐
狸
妖
怪
の
神
秘
や
恐
怖
を
主
眼
と
は
せ
ず
に
す
べ
て
滑
稽
化
し
て
い
る
点
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

巻
五
「
身
を
捨
て
油
壺
」

西
鶴
は
『
名
残
の
友
』
巻
五
の
五
で
も
此
の
伝
説
（
姥
が
火
の
伝
承
）
を
滑
稽

化
し
て
扱
っ
て
ゐ
る
。

近
藤
は
、
単
な
る
滑
稽
化
に
も
「
固
陋
な
見
解
へ
の
抗
議
」
や
「
人
間
解
放
」

を
読
み
込
む
。
そ
の
結
果
、
読
み
の
成
果
が
理
論
に
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
現
象
が
お
き
て
い
る
。

イ
、
近
世
化
（
当
世
化
、
或
い
は
素
材
の
脚
色
）

巻
一
「
雲
中
の
腕
押
し
」

義
経
の
反
歯
で
猿
眼
だ
っ
た
容
貌
描
写
が
、
伝
承
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
。

『
伽
婢
子
』
五
の
二
や
『
狗
張
子
』
一
の
三
な
ど
と
比
較
し
て
み
て
西
鶴
の
近

世
的
態
度
を
理
解
さ
れ
た
い
。

巻
二
「
姿
の
飛
び
乗
物
」

妖
女
も
当
世
め
い
て
い
る
点
に
注
意

「
残
る
物
と
て
金
の
鍋
」

「
鵝
籠
記
」
そ
の
ま
ま
を
巧
み
に
翻
案
。

巻
三
「
紫
女
」

妖
女
や
亡
霊
と
契
る
話
は
支
那
の
志
怪
の
書
に
多
い
が
、
こ
の
話
は
『
剪
燈
新

話
』
の
「
牡
丹
燈
記
」
や
『
伽
婢
子
』
中
の
諸
篇
と
同
巧
で
あ
る
。
た
だ
大
い
に

近
世
化
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。

巻
四
「
夢
に
京
よ
り
戻
る
」

伝
説
の
近
世
化
を
此
處
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

右
の
五
例
で
は
、
中
国
種
や
伝
説
の
典
拠
と
な
る
話
を
あ
げ
、「
近
世
化
し
て

（
八
）
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い
る
」
趣
旨
の
頭
注
を
付
し
て
い
る
。
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
実
質
的
に
は
転
合

化
で
あ
り
俗
化
・
当
世
化
で
あ
る
と
言
っ
て
誤
る
ま
い
。
談
林
俳
諧
の
精
神
に
基

づ
く
意
図
的
な
操
作
で
あ
る
。

ウ
、
当
代
性
（
新
風
俗
へ
の
関
心
）

題
材
や
描
写
に
現
実
の
色
が
濃
い
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
が
あ
る
。
近
藤
は
、

「
リ
ア
リ
ス
ト
西
鶴
」
と
い
う
捉
え
方
を
前
面
に
出
す
。
近
世
化
の
項
で
も
触
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
頭
注
に
見
る
限
り
、
近
藤
の
指
摘
す
る
当
代
性
や
現
実
意

識
傾
向
は
、
談
林
俳
諧
の
精
神
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
。
他
の
怪
異
小
説
類
や
諸

国
は
な
し
群
と
は
異
な
る
、
俳
諧
性
の
現
れ
を
認
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
一
の
二
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
に
つ
い
て
、

土
蜘
蛛
伝
説
と
同
巧
で
あ
る
が
、
世
間
は
広
く
婦
人
の
大
工
も
あ
る
と
い
ふ
所

に
興
味
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る

と
い
う
指
１６摘
が
あ
る
。
作
者
の
当
代
へ
の
関
心
の
あ
り
よ
う
や
、
取
り
上
げ
る

題
材
に
当
代
性
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
気
づ
き
で
あ
る
。

エ
、
組
み
合
わ
せ
と
い
う
指
摘
―
―
方
法
へ
の
気
づ
き

巻
二
「
夢
路
の
風
車
」

仙
境
譚
と
比
事
物
と
を
合
し
た
も
の
。
志
那
種
で
あ
る
。

�
�

器
と
中
身
と
い
う
捉
え
方
は
、『
桃
下
源
記
』
を
首
尾
に
、
中
に
「
蘇
娥
」

を
は
め
込
ん
だ
と
い
う
説
（
岡
本
勝
「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
方
法
」）
に

発
展
。

巻
二
「
神
鳴
の
病
中
」

町
人
も
の
的
説
話
と
奇
談
と
を
く
っ
つ
け
た
も
の

巻
二
「
男
地
蔵
」

町
人
も
の
的
説
話
と
奇
談
と
を
く
っ
つ
け
た
も
の
。

右
の
三
例
で
は
、
取
り
合
わ
せ
に
よ
る
創
作
と
い
う
西
鶴
の
方
法
に
着
目
し
た

読
み
方
を
提
示
し
て
い
る
。

３
、
認
識
と
問
題
点

近
藤
は
、「
大
下
馬
と
こ
ろ
ど
こ
１７ろ
」
に
お
い
て
、
滑
稽
表
現
と
現
実
主
義
と

に
目
を
向
け
て
い
る
。
前
掲
の
例
示
と
一
部
重
な
る
指
摘
も
あ
る
。
取
り
上
げ
て

い
る
の
は
、
序
の
「
閻
魔
王
の
巾
着
」
と
「
浦
島
が
火
打
ち
箱
」、
巻
一
「
雲
中

の
腕
押
し
」
の
義
経
主
従
の
描
写
な
ど
に
み
る
滑
稽
で
あ
り
、
巻
二
「
姿
の
飛
び

乗
り
物
」
や
、
巻
三
「
紫
女
」
な
ど
の
怪
談
の
現
実
化
で
あ
る
。

し
か
し
、
焦
点
は
俳
諧
性
そ
の
も
の
に
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
ま
ず
、

本
書
の
構
想
は
珍
談
奇
談
を
蒐
集
し
た
と
い
う
擬
態
を
み
せ
て
は
い
る
が
、
囚

わ
れ
た
知
識
や
生
活
の
解
放
に
伴
う
未
知
の
世
界
へ
の
関
心
や
新
し
い
経
験
へ
の

欲
求
の
反
映
で
あ
る

と
読
む
。
上
述
し
た
滑
稽
表
現
（
俳
諧
的
手
法
）
は
、
近
世
的
写
実
主
義
の
方

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
怪
異
も
の
に
つ
い
て
は
、

（
紫
女
の
）
鬼
女
の
姿
態
・
言
動
を
さ
え
、
現
実
の
浮
世
女
房
と
し
て
描
い
て

い
ると

賞
賛
す
る
。

つ
ま
り
、
一
連
の
俳
諧
的
操
作
は
素
材
の
近
世
化（
現
実
化
）へ
の
手
段
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
単
な
る
手
段
を
超
え
た
西
鶴
の
思
想
的
根
拠
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
誇
張
や
滑
稽
化
・
転
合
化
と
い
っ

た
俳
諧
的
手
法
は
、
そ
も
そ
も
俳
諧
精
神
に
こ
そ
基
づ
く
も
の
で
、
写
実
と
は
整

合
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
〜
エ
の
例
示
に
戻
ろ
う
。『
西
鶴
』
本
文
篇
を
頭
注
に
従
っ
て
読
む
限
り
、

先
に
抄
出
し
た
よ
う
に
、
近
藤
自
身
は
説
話
素
材
の
「
当
世
化
」・「
近
世
化
」・

（
九
）
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「
滑
稽
化
」
と
い
っ
た
西
鶴
の
操
作
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
気
づ
き
は
同
書
の
研
究
篇
に
な
る
と
、
す
べ
て
「
人

間
復
興
、
人
間
性
へ
の
目
覚
め
、
封
建
社
会
へ
の
抵
抗
」
と
い
っ
た
理
論
に
吸
収

さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
個
々
の
作
品
の
読
み
や
方
法
へ
の
認
識
と
は
別
に
、

「
当
世
の
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
を
描
」
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

を
介
し
た
発
見
と
賛
美
と
が
、
大
前
提
と
し
て
そ
こ
に
は
あ
る
。
西
鶴
小
説
の
価

値
の
発
見
と
称
揚
に
性
急
な
あ
ま
り
に
、
個
別
の
作
品
の
読
み
に
よ
る
発
見
が
全

て
「
人
間
主
義
的
作
品
」、「
人
間
復
興
の
文
学
」
と
い
う
一
つ
の
方
向
へ
収
斂
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
近
藤
に
と
っ
て
「
俳
諧
性
」
は
、
超
現
実
素
材
か
ら
脱
す
る

た
め
の
単
な
る
手
段
を
意
味
し
た
。
そ
れ
以
上
、
西
鶴
の
方
法
に
拘
わ
る
意
味
は

無
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
注
釈
作
業
と
作
品
論
と
の
奇
妙
な
乖
離
が
見
ら
れ
る
。

時
代
の
要
請
と
訓
子
注
疏
の
伝
統
的
方
法
と
の
乖
離
と
が
、
そ
の
ま
ま
投
影
し
て

い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

�
�

近
藤
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
は
、
暉
峻
康
隆

『
西
鶴
評
論
と
研
究
上
』
に
受
け
継
が
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

「
俳
諧
性
」
を
め
ぐ
る
戦
前
の
研
究
史
を
紐
解
い
た
結
果
、
山
口
剛
と
近
藤
忠

義
と
の
対
照
的
な
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
論
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
山
口
が
先
鞭
を
つ
け
た
俳
諧
性
の
追
究
は
、
作
品
の
文
学

性
を
う
た
う
同
時
代
の
研
究
方
向
と
は
一
線
を
画
す
、
作
家
の
創
作
方
法
に
目
を

向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
創
作
に
当
た
っ
て
本
説
が
あ
る
こ
と
を

示
し
た
も
の
で
あ
り
、
著
作
相
互
の
脈
絡
、
虚
実
を
織
り
交
ぜ
た
描
写
や
各
話
の

配
列
な
ど
に
俳
諧
精
神
が
横
溢
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
山

口
が
切
り
拓
い
た
「
創
作
方
法
へ
の
注
目
」
は
、
戦
前
に
は
前
進
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
山
口
の
小
説
構
想
論
理
並
び
に
本
説
論
に
限
界
が
あ
っ

た
こ
と
や
推
移
説
の
十
全
な
証
明
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
背
景

に
あ
っ
た
時
代
思
潮
―
―
文
学
に
人
間
の
可
能
性
や
自
由
を
発
見
す
る
パ
ラ
ダ
イ

ム
―
―
に
抗
え
な
か
っ
た
面
も
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
俳
諧
性
」
は

西
鶴
が
個
人
的
特
性
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
も
の
で
、
創
作
に
あ
た
っ
て
何
ら

工
夫
し
達
成
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
時
代
を
席
捲
し
た
「
元
禄
期
の
人

間
解
放
」
と
い
う
立
場
か
ら
の
評
価
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
道
理
で
あ
る
。
方

法
へ
の
注
目
と
い
う
姿
勢
自
体
も
、
文
学
性
の
発
見
追
究
や
文
芸
理
論
の
構
築
と

い
う
方
向
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
。
期
を
一
に
し
て
俳
句
革
新
の
流
れ
が
あ
っ
た

こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
、
散
文
に
お
け
る
俳
諧
性
追
究
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
繋

が
る
恐
れ
さ
え
あ
っ
た
。

本
書
に
冠
せ
ら
れ
た
評
価
を
軸
に
し
て
み
る
と
、
皮
肉
な
こ
と
に
山
口
剛
が
低

調
作
品
説
に
、
近
藤
が
「
人
間
主
義
的
主
張
へ
の
賛
美
」
に
よ
っ
て
積
極
的
高
評

価
に
傾
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

「
ノ
ー
ト
（
１
）」
に
お
い
て
筋
道
を
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
研
究
の
中

で
評
価
の
見
直
し
や
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
実
相
は
、「
咄
の
方
法
」
や

「
説
話
か
ら
の
飛
翔
」
で
あ
っ
て
、「
俳
諧
性
」
で
は
な
か
っ
た
。「
軽
さ
・
自
在

性
・
ス
ピ
ー
ド
感
・
省
略
・
脱
線
」
と
い
っ
た
俳
諧
の
特
性
は
、
そ
の
ま
ま
野
間

光
辰
の
提
唱
し
た
「
咄
の
方
法
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
１８た
の
で
あ
る
。

時
を
隔
て
て
昭
和
４０
年
代
以
降
に
、
山
口
の
提
唱
し
た
西
鶴
の
方
法
へ
の
注
目

が
再
生
す
る
。
以
降
、
現
代
に
及
ぶ
散
文
に
お
け
る
「
俳
諧
性
」
の
追
及
に
は
、

「
西
鶴
に
目
論
見
が
あ
っ
て
そ
れ
が
隠
さ
れ
た
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
」、
及

び
「
作
品
形
象
化
の
過
程
に
は
一
見
気
づ
か
れ
な
い
形
で
俳
諧
的
手
法
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
」
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

西
鶴
の
目
論
見
や
作
意
を
探
り
筋
道
を
つ
け
て
解
き
明
か
す
こ
と
が
、
作
品
に
仕

（
一
〇
）
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掛
け
ら
れ
た
謎
を
解
く
こ
と
（
俳
諧
性
の
解
明
）
に
繋
が
り
、
作
品
の
本
質
に
迫

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、『
西
鶴
諸
国

は
な
し
』
に
は
俳
諧
性
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
主
張
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

注１

宮
澤

照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
史
ノ
ー
ト
（
１
）」『
北
星
学
園
大
学
文

学
部

北
星
論
集
』
４７

平
成
１９
年
３
月

２

宮
澤

照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
研
究
史
ノ
ー
ト
（
２
）」『
北
星
学
園
大
学
文

学
部

北
星
論
集
』
４９

平
成
２０
年
３
月

３

宮
澤

照
恵
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
」（『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
１

平
成
１８
年

笠
間
書
院
）
参
照
。
昭
和
４０
年
代
の
井
上
敏
幸
・
宗
政
五
十
緒
を
は
じ
め
、
現
在
に

至
る
ま
で
こ
の
試
み
は
続
い
て
い
る
。

４

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
限
定
し
た
時
、
現
実
性
の
指
摘
が
、
咄
本
や
仮
名
草
子

の
諸
国
は
な
し
群
と
い
っ
た
、
西
鶴
が
本
書
の
執
筆
に
当
た
っ
て
当
然
意
識
し
て
い

た
筈
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か

に
つ
い
て
も
、
疑
問
が
残
る
。
た
と
え
ば
、
笑
い
や
現
実
性
は
、
咄
本
の
原
点
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
咄
本
に
つ
き
も
の
の
日
常
生
活
や
当
世
風
俗
の
描
写
（
当

代
性
や
写
実
性
）
と
本
書
の
持
つ
当
代
性
や
写
実
性
と
を
比
較
検
討
し
て
、
そ
こ
に

西
鶴
の
独
自
性
を
発
見
し
た
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
談
林
俳
諧
の
影
響
を

色
濃
く
感
得
し
た
か
ど
う
か
は
、
不
分
明
で
あ
る
。

５

谷
脇
理
史
は
、
山
口
西
鶴
の
研
究
史
上
の
独
自
性
と
孤
立
性
と
に
触
れ
、
山
口
説

の
復
権
を
呼
び
か
け
た
。
山
口
の
立
場
の
特
異
性
に
対
し
積
極
的
評
価
を
下
し
て
い

る
が
、
山
口
西
鶴
自
体
の
分
析
に
は
向
か
わ
ず
、
論
文
間
の
齟
齬
や
限
界
に
は
ほ
と

ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
谷
脇
は
、「（
山
口
剛
は
）
深
刻
に
、
生
真
面
目
に
（
西
鶴

を
）
読
も
う
と
す
る
姿
勢
を
意
図
的
に
斥
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
ご
と
く
な
の
で
あ

る
。」
と
し
て
、「
を
か
し
さ
面
白
さ
」
を
生
む
西
鶴
の
作
意
に
注
目
す
る
読
み
の
提

唱
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
（「
山
口
西
鶴
の
復
権
―
―
読
み
の
姿
勢
を
め
ぐ
っ
て
」

『
西
鶴

研
究
と
批
評
』
所
収
）。

６

日
本
名
著
全
集
刊
行
会

昭
和
４
年
１０
月

７

主
な
論
考
は
、『
近
藤
忠
義
日
本
文
学
論
』（
一
）
〜
（
三
）
（
新
日
本
出
版
社
）

に
集
大
成
さ
れ
て
い
る
。

８

日
本
古
典
読
本
９

日
本
評
論
社
。「
ノ
ー
ト
（
１
）」
参
照
。

９

前
掲
注
６
書
１
３
５
ぺ
ー
ジ

１０

『
西
鶴
・
成
美
・
一
茶
』（
昭
和
６
年
１０
月

武
蔵
野
書
院
）

１１

「
ノ
ー
ト
（
１
）」
参
照
。

１２

「
ノ
ー
ト
（
１
）」
参
照
。

１３

宮
澤

照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
綜
覧�

�

成
立
論
・
方
法
論
へ
の
手
掛
か
り

と
し
て
」（『
北
星
学
園
大
学
文
学
部

北
星
論
集
』
３５

平
成
１０
年
３
月
）
参
照
。

１４

た
と
え
ば
、
一
書
の
構
造
を
各
巻
の
構
成
だ
け
か
ら
見
た
場
合
、
巻
五
と
巻
一
の

間
の
分
量
や
体
裁
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
（
宮
澤
照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
成
立

試
論
―
書
誌
形
態
を
通
し
て
」『
国
語
国
文
研
究
』
１１５

平
成
１２
年
３
月
参
照
）。

１５

前
掲
注
８
書

１６

論
者
は
、
女
大
工
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
の
創
作
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

（
一
一
）
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（
宮
澤

照
恵
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
咄
の
創
作
」『
北
星
学
園
大
学
文
学
部

北

星
論
集
』
４４

平
成
１７
年
９
月
参
照
）。

１７

『
国
文
学
誌
要
』
３
の
２

昭
和
１０
年
１１
月

１８

野
間
光
辰
「
は
な
し
の
方
法
」
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
話
材
や
「
軽
さ
・
自
在
性
・

ス
ピ
ー
ド
感
・
省
略
」
と
い
っ
た
文
体
に
見
ら
れ
る
話
芸
性
に
照
明
が
当
て
ら
れ
、

西
鶴
が
咄
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
（『
見
聞
談
叢
』
の
記
事
）
が
そ
の
裏
づ
け
と
し
て

提
示
さ
れ
た
。
近
藤
忠
義
の
い
う
「
社
会
的
意
欲
」・「
近
世
町
人
の
知
的
要
求
」
を

「
は
な
し
の
要
求
と
好
奇
心
」
に
摩
り
替
え
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
延
宝
期
の
咄
の
流
行
説
（
江
本
裕
）
や
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
が

「
咄
の
本
」
と
し
て
も
享
受
さ
れ
て
い
た
と
い
う
傍
証
（『
書
籍
目
録
』）
が
加
わ
る

こ
と
で
、
西
鶴
の
「
は
な
し
の
方
法
」
は
定
着
し
、
昭
和
５０
年
に
は
本
書
を
「
咄
台

本
の
集
成
」
と
み
る
説
（
宗
政
五
十
緒
）
が
出
る
に
及
ん
だ
。

（
一
二
）
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