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西
鶴
は
大
阪
人
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
深
い
処
を
持
つ
て
ゐ

る
と
私
は
思
ふ
。
西
鶴
が
利
己
、
打
算
、
軽
い
遊
び
、
さ
う
い
ふ
も
の
ゝ
空

気
の
中
に
一
度
は
浸
つ
た
人
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
か
れ
る
。
又
一
方 

幇  

間 

は
う
か
ん

ら
し
い
軽
佻
な
気
分
の
中
に
は
し
や
ぎ
切
つ
た
人
だ
と
も
思
は
れ
る
。
し
か

し
そ
こ
に
満
足
し
て
ゐ
る
こ
と
の
出
来
る
人
で
は
な
か
つ
た
こ
と
だ
け
は
確

か
で
あ
る
。
渠かれ
は
世
間
一
般
の
混
雑
し
た
事
実
の
上
に
一
歩
高
く
身
を
置
い

て
、
或
は
嗟なげ
き
、
或
は
悲
し
み
、
或
は
笑
つ
た
。

　
こ
の
地
歩
は
渠
は
何
処
か
ら
得
た
で
あ
ら
う
か
、
談
林
の
俳
句
の
洒
脱
豪
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放
な
と
こ
ろ
か
ら
得
た
で
あ
ら
う
か
。
又
は
当
時
の
元
禄
の
時
様
に
対
し
て

の
か
れ
の
心
の
動
揺
か
ら
来
た
の
で
あ
ら
う
か
。
又
は
か
れ
自
身
が
体
感
し

経
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
悲
喜
劇
か
ら
来
た
で
あ
ら
う
か
。
す
べ
て
さ
う
い
ふ

処
か
ら
養
は
れ
た
と
は
言
ひ
得
る
が
、
そ
れ
以
上
に
渠
の
聡
明
が
、
渠
の
利

害
に
浸
り
な
が
ら
そ
れ
に
捉
は
れ
な
い
性
情
が
、
生
の
中
に
滅
を
有
し
、
滅

の
中
に
生
を
有
し
、
捨しや
の
中
に
有
を
存
し
、
有
の
中
に
捨
を
し
た
心
境
が
、

渠
を
し
て
長
い
日
本
文
学
の
中
に
、
か
れ
独
特
の
創
造
と
姿
と
心
と
を
刻
む

こ
と
が
出
来
た
。

　
か
れ
は
大
阪
人
ら
し
い
態
度
を
持
つ
て
、
深
く
生
活
に
浸
つ
て
ゐ
る
。
そ

の
態
度
は
一
面
賢
い
商
人
の
態
度
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
ま
た
所
謂
通
人
の
態

度
で
あ
る
。
し
か
し
渠
は
決
し
て
商
人
の
利
己
に
捉
え
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。

4西鶴小論



通
人
の
小
さ
な
円
融
観
に
も
捉
え
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
か
れ
は
近
松
に
比
す
れ

ば
非
常
に
野
暮
で
あ
る
。
非
常
に
狭
量
で
あ
る
。
大
阪
人
で
あ
る
か
ら
、
賢

く
も
あ
り
、
又
利
害
の
念
に
明
る
い
け
れ
ど
も
、
又
一
面
大
阪
人
の
持
つ
た

暗
い
城
郭
的
の
狭
い
自
己
を
持
つ
て
ゐ
て
、
ぱ
つ
と
花
の
開
い
た
や
う
な
処

が
な
か
つ
た
。

　
か
れ
の
伝
記
は 
湮  
滅 

い
ん
め
つ

し
て
多
く
伝
は
ら
な
い
。
あ
る
人
の
研
究
に
由
る

と
、
西
鶴
は
理
想
も
何
も
な
い
唯
俳
諧
の
出
来
る
町
人
で
あ
る
。
又
そ
の
時

分
そ
の
俳
諧
と
い
ふ
も
の
は
、
お
も
に
慰
み
こ
と
と
し
て
流は
行や
つ
た
た
め
に
、

何
処
か
幇
間
に
近
い
処
が
あ
つ
て
、
思
ふ
に
、
酔
生
夢
死
、
酒
に
浸
り
女
に

戯
れ
て
一
生
を
終
つ
た
人
で
あ
ら
う
。
か
う
言
ふ
風
に
言
つ
て
ゐ
る
。
辞
世

『
浮
世
の
月
見
過
し
に
け
り
末
二
年
』
あ
の
俳
句
す
ら
、
の
ん
き
な
一
俳
人
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者
と
し
て
の
好
い
証
拠
と
し
て
言
は
れ
て
ゐ
る
。
成
ほ
ど
さ
う
い
ふ
見
方
も

一
面
の
真
理
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
完
全
な
伝
記
が
残
つ
て
ゐ
た

ら
、
益
々
さ
う
し
た
批
評
を
裏
書
す
る
や
う
な
事
実
が
沢
山
に
あ
つ
た
か
も

知
れ
な
い
。
そ
れ
は
か
れ
の
作
物
か
ら
発
散
す
る
が
そ
れ
を
証
拠
立
て
て
ゐ

る
。
か
れ
の
作
物
の
持
つ
た
臭
気
は
、
決
し
て
好
い
臭
気
で
は
な
い
。
時
に

は
そ
の
余
り
に
甚
し
い
の
に
、
鼻
を
蔽
つ
て
遁
れ
去
り
た
い
や
う
な
気
が
す

る
。
然
し
そ
れ
だ
け
彼
が
面
白
お
か
し
く
浮
世
を
遊
び
廻
つ
た
単
な
る
幇
間
、

又
は
単
な
る
通
人
で
な
か
つ
た
こ
と
を
立
派
に
証
拠
立
て
ゝ
ゐ
る
か
ら
面
白

い
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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か
れ
の
作
品
は
浮
世
草
紙
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
浮
世
草
紙
、
実

際
好
い
名
目
だ
。
新
聞
雑
誌
の
な
か
つ
た
当
時
に
あ
つ
て
は
、
確
か
に
さ
う

思
は
れ
た
に
相
違
な
い
。
徳
川
幕
府
の
知
識
階
級
の
多
く
の
人
達
が
、
『
随

筆
』
と
言
ふ
も
の
を
沢
山
に
書
い
て
残
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
多
い
。
太
田

  

蜀    

山  

し
よ
く
さ
ん

な
ど
に
は
殊
に
そ
れ
が
多
い
。
漢
文
の
大
家
で
あ
る
人
達
、
和
文

を
書
く
こ
と
を
屑
い
さ
ぎ
よし
と
し
な
か
つ
た
人
達
に
も
、
さ
う
し
た
『
随
筆
』
が
あ

つ
た
。
こ
の
『
随
筆
』
に
は
、
一
面
人
に
示
す
と
共
に
、
自
己
の
覚
書
き
の

や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
西
鶴
の
浮
世
草
紙
に
も
、
か
な
り
に
さ
う
し
た
気

分
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
を
私
は
見
る
。

　
今
の
都
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
三
面
の 
艶  
種 
つ
や
だ
ね

の
記
事
、
毎
日
一
つ
づ
ゝ
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巧
に
書
い
て
あ
る
花
柳
種
の
記
事
、
あ
ゝ
し
た
気
分
が
西
鶴
の
文
章
の
何
処

か
に
あ
る
。
紅
葉
山
人
は
曾
て
そ
こ
に
気
が
つ
い
て
、
新
聞
の
雑
報
を
西
鶴

張
り
で
巧
み
に
や
つ
て
見
や
う
と
試
み
た
事
が
あ
つ
た
。
『
あ
ゝ
行
け
ば
、

三
面
の
雑
報
だ
つ
て
、
立
派
な
短
編
だ
…
…
。
一
週
に
一
つ
で
も
好
い
か
ら
、

実
際
種
を
さ
う
い
ふ
風
に
あ
つ
か
つ
て
見
た
い
』
か
う
言
つ
て
、
『
読
売
』

と
『
二
六
』
と
で
二
三
や
つ
て
見
た
。
し
か
し
何
う
も
旨
く
行
か
な
か
つ
た
。

　
紅
葉
山
人
は
、
西
鶴
の
書
い
た
も
の
ゝ
中
か
ら
『
世
相
』
と
い
ふ
こ
と
を

い
く
ら
か
発
見
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
ゾ
ラ
の
写
実
主
義
に
く
つ
つ
け
て
見

た
。
そ
れ
が
さ
う
い
ふ
試
み
を
や
つ
て
見
や
う
と
し
た
原
因
で
あ
る
。
し
か

し
ゾ
ラ
は
西
鶴
ほ
ど
『
世
相
』
に
触
れ
た
作
家
で
は
な
か
つ
た
。
寧
ろ
モ
ウ

パ
ツ
サ
ン
こ
そ
却
つ
て
そ
れ
に
似
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
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西
鶴
が
『
世
相
』
を
あ
つ
か
つ
た
作
家
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
で
は

誰
も
知
ら
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
。
西
鶴
の
作
は
詩
で
は
な
い
。
近
松
の
や
う

な
詩
で
は
な
い
。
世
相
に
細
か
く
触
れ
て
行
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
　
　
世
間
の

種
々
の
悲
喜
劇
に
泣
い
た
り
笑
つ
た
り
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
ゝ
し
た
一
種

の
覚
書
が
出
来
て
行
つ
た
の
だ
。

　
従
つ
て
、
詩
が
な
い
か
ら
、
主
観
的
要
求
が
な
い
か
ら
、
か
れ
の
作
は
、

あ
る
意
味
に
於
い
て
、
あ
り
の
ま
ゝ
で
あ
る
。
作
者
は
唯
見
た
り
聞
い
た
り

感
じ
た
り
し
た
こ
と
を
書
い
た
。
そ
し
て
そ
の
主
観
が
あ
る
も
の
に
捉
え
ら

れ
て
ゐ
な
い
が
た
め
に
、
そ
の
作
が
割
合
に
『
世
相
』
を
明
か
に
読
者
の
前

に
描
い
て
見
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
あ
る
作
家
に
取
つ
て
は
、
『
世
相
』
な
ど
は
何
で
も
な
い
こ
と
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で
あ
つ
た
、
世
相
は
中
ぶ
ら
り
ん
だ
。
話
だ
。
物
語
だ
。
物
の
核
心
は
も
つ

と
そ
の
奥
に
あ
る
。
さ
う
い
ふ
も
の
を
い
く
ら
書
い
た
つ
て
仕
方
が
な
い
。

非
常
に
人
生
に
触
れ
た
や
う
に
見
え
て
実
は
触
れ
て
ゐ
な
い
。
か
う
い
ふ
意

見
を
持
つ
た
作
家
、
批
評
家
が
か
な
り
に
あ
る
。
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
も
曾
て
か

う
い
ふ
風
に
評
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
私
は
見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も

芸
術
の
一
真
理
で
あ
る
と
思
ふ
。
何
故
な
ら
、
実
際
『
世
相
』
だ
け
で
は
、

噂
話
だ
け
で
は
、
物
語
だ
け
で
は
更
に
言
ひ
換
え
て
、
他
だ
け
で
は
、
深
く

核
心
に
触
れ
て
行
く
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
事
実
だ
か
ら
…
…
。

　
し
か
し
、
こ
の
他
が
何
の
位
ま
で
自
と
一
致
し
て
ゐ
る
か
。
単
な
る
自
を
、

箇
を
掘
つ
た
に
止
つ
て
ゐ
や
し
な
い
か
。
か
う
い
ふ
疑
惑
が
『
詩
』
を
主
に

し
た
作
者
の
方
に
起
つ
て
来
る
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
ゝ
に
詳
し
く
言
ふ
必
要
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も
な
い
。
今
の
場
合
で
は
、
こ
の
西
鶴
の
『
世
相
』
が
、
他
か
、
又
は
自
他

の
関
係
が
何
の
位
ま
で
深
い
か
浅
い
か
を
研
究
し
て
見
れ
ば
好
い
の
で
あ
る
。

　
か
れ
の
作
に
は
自
が
割
合
に
混
沌
と
し
て
ゐ
る
の
を
誰
も
見
る
。
だ
か
ら

無
論
若
い
人
達
に
は
わ
か
ら
な
い
。
何
事
を
も
『
詩
』
に
し
、
『
自
己
』
に

し
な
け
れ
ば
満
足
の
出
来
な
い
若
い
人
達
に
は
、
唯
、
そ
の
中
に
書
か
れ
た

事
実
を
め
づ
ら
し
い
と
見
る
以
外
に
別
に
深
い
共
鳴
を
感
じ
な
い
に
相
違
な

い
。
し
か
し
、
か
れ
の
作
は
写
真
で
は
な
い
。
世
間
の
悲
喜
劇
に
深
く
浸
つ

た
人
達
に
は
、
か
れ
の
書
い
た
も
の
が
、
単
に
噂
話
で
な
く
、
又
物
語
で
は

な
く
、
か
れ
自
身
が
体
感
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
時
代
の
一

つ
の
魂
が
烈
し
く
動
揺
せ
ら
れ 

攪  

乱 

か
く
ら
ん

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
主
観

を
脱
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ま
で
に
悶
え
た
り
冷
笑
し
た
り
し
た
も
の
で
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あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
か
れ
の
自
は
決
し
て
鈍
い
自
、
又
は
感
じ
な
い
自
で
は
な
い
。
又
利
害
に

捉
え
ら
れ
た
自
で
は
な
い
。
『
詩
』
を
こ
そ
そ
の
中
に
発
見
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
が
、
決
し
て
弱
い
自
で
な
い
。
飽
ま
で
物
の
真
髄
に
触
れ
て
行
か
う

と
す
る
自
で
あ
る
。
普
通
老
人
な
ど
に
見
る
、
又
は
通
人
な
ど
に
見
る
あ
き

ら
め
か
ら
起
つ
た
消
極
的
の
自
と
は
反
対
に
強
い
強
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
か

れ
は
決
し
て
面
白
が
つ
て
物
を
書
い
て
ゐ
な
い
。
い
つ
も
暗
い
に
が
い
顔
を

し
て
ゐ
る
の
が
か
れ
の
自
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
近
松
は
凡まる
で
正
反
対
だ
。
近
松
の
芸
術
は
明
る
い
。

主
観
的
、
要
求
的
で
あ
る
。
泣
い
た
り
笑
つ
た
り
し
て
ゐ
る
。
か
れ
は
真
よ

り
も
詩
を
求
め
て
ゐ
る
。
泣
い
て
も
そ
の
泣
く
の
が
す
ぐ
拭
は
れ
て
晴
々
し
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く
な
つ
て
行
く 

涕  

泣 

て
い
き
う

で
あ
る
。
笑
つ
て
も
く
つ
ぐ
つ
た
い
笑
ひ
で
あ
る
、

私
は
曾
て
『
近
松
は
女
に
持
て
た
男
、
西
鶴
は
持
て
な
か
つ
た
男
』
と
言
つ

て
評
し
た
。

　
西
鶴
は
『
世
相
』
を
『
詩
』
に
す
る
や
う
な
楽
な
自
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
西
鶴
物
と
言
へ
ば
、
人
は
す
ぐ
好
色
物
を
聯
想
す
る
。
好
色
物
即
ち
か
れ

の
芸
術
の
す
べ
て
だ
と
さ
へ
思
は
れ
て
ゐ
る
。

　
し
か
し
、
私
は
さ
う
は
思
は
な
い
。
私
は
好
色
物
以
外
に
、
か
れ
の
真
面
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目
な
、
本
当
な
、
人
に
知
れ
な
い
理
解
を
発
見
し
て
、
い
つ
も
驚
愕
の
目
を

睜
つ
た
。

『
胸
算
用
』
あ
の
中
に
は
ど
ん
な
に
深
い
か
れ
の
悲
痛
が
か
く
さ
れ
て
あ
る

か
。
知
恵
あ
り
且
つ
聡
明
な
る
大
阪
人
の
苦
痛
が
か
く
さ
れ
て
あ
る
か
。
か

れ
は
そ
の
中
に
『
金かね
』
を
取
扱
つ
た
。
む
づ
か
し
い
『
金
』
の
悲
劇
を
取
扱

つ
た
。
私
達
作
者
の
願
ひ
と
し
て
は
、
『
女
』
と
『
金
』
と
を
十
分
に
理
解

し
た
い
。
『
金
』
を
唯
物
質
と
思
つ
て
ゐ
る
や
う
な
心
の
簡
単
な
境
か
ら
離

れ
て
、
金
即
心
、
金
即
女
と
い
ふ
境
、
更
に
進
ん
で
、
物
質
即
ち
心
と
言
つ

た
や
う
な
境
、
さ
う
い
ふ
境
に
入
つ
て
行
き
た
い
。
か
う
思
つ
て
ゐ
て
も
中

々
其
処
に
は
行
け
な
い
。
『
女
』
は
ま
ア
書
け
て
も
『
金
』
は
容
易
に
描
け

な
い
。
何
故
な
ら
、
『
女
』
に
は
『
詩
』
が
あ
る
が
、
『
金
』
に
は
『
詩
』
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が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
詩
』
の
な
い
『
金
』
を
描
い
て
、
そ
れ
が
『
真
』

に
達
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
西
鶴
は
『
胸
算

用
』
『
永
代
蔵
』
で
、
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
や
チ
エ
ホ
フ
が
書
い
た
も
の
以
上
に

本
当
の
『
金
』
を
書
い
た
。

　
近
松
の
芸
術
に
は
、
『
金
』
は
あ
つ
て
も
、
要
す
る
に
芝
居
で
見
る
『
金
』

だ
。
利
用
さ
れ
た
『
金
』
だ
。
梅
川
忠
兵
衛
の
『
金
』
な
ど
は
、
決
し
て
深

く
心
に
喰
ひ
入
つ
た
『
金
』
で
は
な
い
。
女
即
金
と
言
つ
た
『
金
』
で
は
な

い
。
そ
れ
か
ら
比
べ
る
と
『
永
代
蔵
』
に
あ
る
『
拾
つ
た
金
』
の
悲
劇
な
ど

は
、
深
く
心
理
に
触
れ
て
行
つ
て
ゐ
た
。

　
私
の
考
で
は
、
日
本
の
文
壇
で
、
『
金
』
を
本
当
に
取
扱
つ
た
作
者
は
、

か
れ
を
除
い
て
は
他
に
な
い
と
思
ふ
。
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『
胸
算
用
』
の
中
に
あ
る
大
晦
日
の
苦
痛
、
あ
れ
は
今
で
も
我
々
の
心
に
響

い
て
来
る
。
我
々
の
生
活
を
動
か
し
て
来
る
。
あ
ら
ゆ
る
善
き
も
の
、
美
し

き
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
そ
れ
が
到
る
処
で
幻
滅
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
に

由
つ
て
は
、
作
者
は
余
り
に
『
世
相
』
に
即
き
す
ぎ
て
物
を
浅
く
否
定
し
た

と
こ
ろ
が
な
い
と
は
言
は
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
か
れ
の

否
定
は
決
し
て
単
な
る
否
定
で
は
な
い
。
ま
た
好
奇
心
に
か
ら
れ
た
り
何
か

し
た
否
定
で
は
な
い
。
さ
う
か
と
言
つ
て
あ
き
ら
め
か
ら
起
る
弱
い
否
定
で

も
な
い
。
滅
を
背
景
に
持
つ
た
生
で
あ
る
。

『
胸
算
用
』
『
永
代
蔵
』
そ
の
二
書
に
は
、
こ
の
他
に
『
時
』
が
か
な
り
に

多
く
書
い
て
あ
る
。
流
転
の
人
生
で
あ
る
。
運
命
の
人
生
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
運
命
に
就
い
て
も
、
か
れ
は
決
し
て
慨
嘆
の
声
を
発
し
て
ゐ
な
い
。
男
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ら
し
く
、
そ
れ
に
踉
い
て
行
つ
て
ゐ
る
。
時
に
は
笑
つ
て
『
時
』
に
対
し
て

ゐ
る
か
と
思
は
れ
る
や
う
な
こ
と
す
ら
あ
る
。

　
或
は
日
本
ば
か
り
で
は
な
い
。
外
国
に
も
こ
れ
ほ
ど
『
金
』
を
描
い
た
作

者
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ゾ
ラ
に
〝M

oney

〞
と
い
ふ
作
が
あ
る
が
、
あ

れ
な
ど
も
決
し
て
徹
底
し
て
ゐ
な
い
。
チ
エ
ホ
フ
に
も
あ
る
が
、
『
胸
算
用
』

の
中
に
あ
る
二
三
篇
ほ
ど
思
ひ
切
つ
て
ゐ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

『
胸
算
用
』
『
永
代
蔵
』
で
『
金
』
を
描
い
た
か
れ
は
、
本
朝
若
風
俗
、
即

ち
『
男
色
大
鑑
』
『
武
道
伝
来
記
』
に
於
て
男
色
を
書
き
『
本
朝
二
十
不
孝
』
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又
は
『 

文 

反 

古 

ふ
み
ほ
う
ぐ

』
の
あ
る
も
の
に
於
い
て
、
不
思
議
な
因
縁
見
た
い
な
も

の
を
書
い
た
。

　
男
色
を
書
い
た
も
の
と
し
て
は
、
今
の
外
国
で
も
西
鶴
ほ
ど
詳
し
く
そ
れ

を
研
究
し
且
つ
問
題
に
し
た
も
の
は
な
い
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
男
色
と
言
ふ

も
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
あ
た
り
で
も
非
常
に
興
味
あ
る
問
題
と
し
て

取
扱
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
た
め
の
会
が
出
来
た
り
、 

浩  

翰 

か
う
か
ん

な
書
物
が
出

版
さ
れ
た
り
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
で
も
『
男
色
大
鑑
』
あ
た
り
を
見
せ
る
と
、

非
常
に
驚
愕
の
眼
を
睜
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。

　
そ
れ
に
、
か
れ
の
女
色
を
見
る
眼
と
男
色
を
見
る
眼
と
を
研
究
す
る
と
、

そ
れ
が
余
程
違
つ
た
見
方
が
し
て
あ
つ
た
。
男
色
に
は
非
常
に
多
く
、
色
濃

く
『
武
士
道
』
が
絡
み
つ
け
ら
れ
て
書
い
て
あ
る
。  

敵    

打  

か
た
き
う
ち

な
ど
と
い
ふ

18西鶴小論



こ
と
が
多
く
そ
れ
に
か
ら
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
に
も
『
世
相
』
か
ら
動
か
さ
れ

て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
行
つ
た
か
れ
の
芸
術
の
傾
向
を
覗
う
か
ゞふ
こ
と
が
出
来

る
。

　
こ
れ
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
か
れ
の
作
は
、
当
時
の
『
世
相
』
を
明
か
に
指

す
や
う
に
見
せ
て
ゐ
る
が
、
中
で
も
、
『
男
色
大
鑑
』
で
は
、
武
士
の
状
態

が
巧
み
に
描
破
さ
れ
て
あ
つ
た
。
『
胸
算
用
』
『
永
代
蔵
』
で
は
町
人
を
描

き
、
此
処
で
は
『
武
士
』
を
描
い
て
見
せ
た
。

『
本
朝
二
十
不
孝
』
こ
れ
も
私
は
非
常
に
動
か
さ
れ
た
。
『
二
十
四
孝
』
を

も
じ
つ
て
『
二
十
不
孝
』
と
題
を
つ
け
た
そ
の
態
度
に
、
浅
薄
な
皮
肉
を
感

じ
る
や
う
な
気
は
し
た
が
、
し
か
し
一
面
世
に
反
抗
し
た
、
世
相
に
反
抗
し

た
形
が
そ
れ
に
見
え
て
ゐ
て
面
白
か
つ
た
。
孝
と
言
ひ
、
不
孝
と
言
ふ
。
此
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生
滅
の
両
面
で
あ
つ
て
、
実
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
『
あ
ら
は
れ
』
が
違
ふ

ば
か
り
で
あ
つ
て
、
内
部
は
同
一
現
象
で
あ
る
。
何
れ
が
孝
？
　
何
れ
が
不

孝
？
　
か
う
し
た
考
が
作
者
に
あ
つ
た
か
何
う
か
は
知
ら
ぬ
け
れ
ど
…
…
或

は
さ
う
し
た
深
い
考
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
兎
に
角
『
世
相
』

に
、
『
実
際
』
に
其
根
本
を
置
い
て
ゐ
る
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
深
く
読
者
を

首
肯
さ
せ
た
。

　
そ
れ
に
、
こ
れ
に
は
、
多
く
の
人
物
の
運
命
を
広
い
長
い
宇
宙
と
人
生
と

の
間
に
置
い
た
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
人
間
の
生
き
た
り
死
ん
だ
り
し

て
行
く
形
、
愛
し
た
り
憎
ん
だ
り
の
形
、
罪
悪
と
罪
悪
と
の
重
り
合
ふ
形
、

欺
騙
ぎ
へ
ん
、
虚
偽
の
種
の
い
つ
か
再
び
蘇
つ
て
行
く
形
、
更
に
進
ん
で
人
間
の
性

の
悪
の
戦
慄
す
る
に
値
ひ
す
る
形
、
因
縁
話
し
に
近
い
や
う
な
形
、
さ
う
し

20西鶴小論



た
さ
ま
ざ
ま
の
『
真
』
が
、
『
胸
算
用
』
や
『
男
色
大
鑑
』
な
ど
で
見
た
の

と
は
違
つ
て
、
更
に
深
く
読
者
に
迫
つ
て
来
る
の
で
あ
つ
た
。

『
こ
の
心
、
こ
の
醜
化
を
敢
て
し
た
心
、
こ
れ
が
宗
教
に
行
く
道
だ
』
か
う

い
ふ
こ
と
を
私
は
度
々
考
へ
た
。
そ
し
て
西
鶴
が
何
の
位
ま
で
宗
教
に
心
を

向
け
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
見
た
。
し
か
し
、
何
処
に
も
さ
う
し
た
心

の
現
は
れ
を
私
は
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
私
は
却
つ
て
其
処
に

『
虚
無
』
に
近
い
も
の
を
発
見
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
『
虚
無
』
が
宗
教
に
近
い
こ
と
を
証
明
し
て
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
。
愛
か
ら
も
宗
教
に
行
け
る
が
、
憎
か
ら
も
行
け
る
。
そ
し
て
こ
の

『
虚
無
』
と
い
ふ
こ
と
は
『
憎
』
の
更
に
一
歩
を
進
め
た
境
で
あ
つ
て
、
も

う
一
歩
で
『
生
滅
不
二
』
の
扉
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
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ら
比
べ
る
と
、
近
松
の
芸
術
に
は
、
宗
教
観
ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
心

中
を
涅
槃
ね
は
ん
に
く
つ
つ
け
た
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、 

生  

中 

な
ま
な
か

さ
う
い
ふ
小

乗
に
行
か
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
、
却
つ
て
か
れ
の
勇
者
た
り
智
者
た
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
這
個
し
や
こ 

仏  

性 

ぶ
つ
せ
い

あ
り
と
言
は
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。

　
今
残
つ
て
ゐ
る
か
れ
の
画
像
の
法
体
は
、
単
に
俳
諧
師
又
は
幇
間
と
言
ふ

風
に
私
に
は
見
る
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
。

『
文
反
古
』
に
行
く
と
、
そ
の
因
縁
観
が
更
に
深
い
、
好
色
物
を
書
き
、
金

を
書
き
、
商
売
を
書
き
武
士
を
書
い
た
渠
は
、
此
処
に
来
る
と
三
世
因
縁
と

言
つ
た
や
う
な
不
知
不
識
界
に
対
す
る
戦
慄
を
示
し
て
ゐ
る
。
女
房
を
十
数

人
取
替
へ
た
男
の
悲
劇
、
鳥
の
眼
を
む
き
出
し
に
し
た
武
士
の
話
、
そ
れ
を

読
ん
で
、
誰
か
深
い
深
い
不
可
思
議
に
捉
た
れ
ず
に
ゐ
る
者
が
あ
ら
う
。
死
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ぬ
に
死
な
れ
ず
、
生
き
る
に
生
き
ら
れ
ず
、
遂
に
は
仏
に
手
を
合
は
し
た
人

達
が
其
処
に
も
此
処
に
も
ゐ
る
。
お
七
を
書
き
、
お
さ
ん
茂
右
衛
門
を
書
き
、

お
夏
清
十
郎
を
書
き
、
女
の
一
代
を
書
い
た
か
れ
が
か
う
し
た
境
に
も
入
つ

て
行
つ
た
か
と
思
ふ
と
、
短
か
い
年
月
の
中
に
か
れ
が
い
か
に
多
方
面
に
心

を
注
い
で
行
つ
た
か
と
言
ふ
こ
と
が
点
頭
か
れ
る
。

　
西
鶴
を
不
真
面
目
と
言
ひ
、
通
人
と
言
ひ
、
幇
間
と
言
ふ
人
の
眼
の
盲
い

て
ゐ
る
こ
と
を
私
は
慨なげ
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
既
に
『
虚
無
』
で
あ
る
、

従
つ
て
、
西
鶴
は
『
箇
』
に
住
し
た
作
家
だ
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し

て
更
に
『
箇
』
と
『
全
』
と
の
間
に
横
る
扉
と
面
し
た
作
者
だ
と
言
ふ
こ
と

が
出
来
る
。
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五

　
好
色
物
で
は
、
私
は
一
番
『
一
代
女
』
と
『
置
土
産
』
と
を
す
ぐ
れ
て
ゐ

る
と
思
ふ
。
人
に
由
る
と
、
『
五
人
女
』
が
一
番
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
言

ふ
が
、
そ
れ
は
形
式
の
こ
と
で
、
あ
ゝ
い
ふ
風
に
ま
と
ま
つ
て
ゐ
る
方
面
の

み
を
見
た
こ
と
で
、
深
さ
に
於
て
、
又
は
作
者
の
体
感
の
程
度
に
於
て
は
、

『
一
代
女
』
『
置
土
産
』
に
遠
く
及
ば
な
い
。

　
こ
ゝ
に
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
性
慾
の
こ
と
で
あ
る
。
人
に
由
つ

て
は
、
こ
の
性
慾
を
浅
く
取
扱
つ
た
と
言
ふ
こ
と
に
於
て
、
又
い
く
ら
か
不

真
面
目
に
取
扱
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
、
西
鶴
を
非
難
す
る
も
の
が
沢
山

あ
る
。
そ
の
理
由
は
矢
張
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
な
ど
に
も
同
じ
く
通
用
さ
れ
る
や
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う
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
議
論
を
す
る
人
は
、
き
ま
つ
て
性
の
聖
愛
と

い
ふ
こ
と
を
言
ふ
。
又
年
齢
か
ら
言
つ
て
年
の
若
い
人
が
多
い
。
放
蕩
文
学

な
ど
詰
ら
ん
と
言
ふ
人
に
多
い
。
し
か
し
さ
う
い
ふ
人
達
に
取
つ
て
も
、
遊

蕩
文
学
は
詰
ら
ん
の
で
は
な
い
。
詰
ら
ん
と
言
つ
て
議
論
を
す
る
だ
け
そ
れ

だ
け
詰
る
の
で
あ
る
。
価
値
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
内
部
に
要
求
を
感

じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
不
真
面
目
に
取
扱
つ
た
　
　
こ
れ
は
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
性

慾
に
は
、
性
慾
そ
の
も
の
に
は
、
根
本
的
に
さ
う
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
聖
愛

と
言
ひ
得
る
と
共
に
獣
慾
と
も
言
は
れ
得
る
。
非
常
に
重
大
な
こ
と
で
あ
つ

て
、
又
非
常
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
何
う
し
て
さ
う
か
と
言
ふ
と
、
さ
う

い
ふ
風
に
出
来
て
ゐ
る
と
言
ふ
よ
り
外
仕
方
が
な
い
。
自
然
は
聖
愛
に
し
て
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置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
聖
愛
に
し
、
獣
慾
に
し
て
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
に
は
獣
慾
に
し
て
置
く
の
で
あ
る
。
非
常
に
余
裕
が
つ
け
て
あ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
　
　
自
然
の
根
本
で
、
善
い
と
か
わ
る
い
と
か

美
と
か
醜
と
か
と
言
つ
て
簡
単
に
片
付
け
て
了
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で

あ
る
。
い
や
さ
う
言
つ
て
片
付
け
て
も
好
い
が
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
位
置
、

年
齢
、
知
識
な
ど
で
片
附
け
て
了
つ
た
だ
け
で
、
さ
う
い
ふ
人
達
を
も
猶
容

れ
て
余
り
あ
る
ほ
ど
そ
れ
ほ
ど
余
裕
が
つ
け
て
あ
る
の
で
あ
る
。
単
に
獣
慾

と
片
附
け
て
了
つ
た
人
も
矢
張
同
じ
だ
。

　
要
す
る
に
、
性
慾
は
根
本
だ
。
生
滅
だ
。
不
二
だ
。
不
可
説
だ
。
だ
か
ら

西
鶴
の
描
い
た
性
慾
が
不
真
面
目
に
見
え
、
浮
華
に
見
え
る
の
も
仕
方
が
な

い
。
私
な
ど
に
も
さ
う
い
ふ
風
に
見
え
た
時
が
あ
つ
た
。
そ
の
臭
味
の
余
り
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に
烈
し
い
の
に
鼻
を
蔽
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
し
か
し
、
性
慾
に
は
根
本
に

さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
致
し
方
が
な
い
。

　
で
、
問
題
は
さ
う
い
ふ
扱
方
を
す
る
要
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
ふ
問
題
に

な
る
。
近
松
位
の
と
こ
ろ
で 

踏  

留 

ふ
み
と
ま

つ
て
ゐ
る
方
が
芸
術
か
、
ツ
ル
ゲ
ネ
フ
、

ド
オ
デ
ヱ
位
の
と
こ
ろ
に
停
滞
し
て
美
化
し
て
ゐ
る
の
が
芸
術
か
。
又
は
若

い
時
代
の
人
の
や
う
に
、
恋
愛
と
性
慾
と
を
離
し
て
又
は
く
つ
つ
け
て
（
こ

れ
は
同
じ
こ
と
だ
）
生
の
意
義
の
方
へ
持
つ
て
行
く
の
が
芸
術
か
、
こ
ゝ
に

西
鶴
の
好
色
物
に
対
す
る
見
方
が
違
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
西
鶴
の
好
色
物
は
恋
愛
を
獣
慾
と
し
て
見
て
ゐ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
し

か
し
私
は
さ
う
は
思
は
な
い
。
西
鶴
は
獣
慾
と
も
見
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
聖
愛

と
も
見
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
を
一
緒
に
し
て
ゐ
る
。
又
全
く
虚
無
に
し
て
ゐ
る
。
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重
く
も
見
て
ゐ
れ
ば
軽
く
も
見
て
ゐ
る
。
私
は
始
め
は
、
西
鶴
よ
り
も
モ
ウ

パ
ツ
サ
ン
な
ど
の
方
が
深
く
性
慾
を
見
て
ゐ
る
と
思
つ
た
が
、
今
で
は
決
し

て
さ
う
は
思
は
な
い
。
『
一
代
女
』
な
ど
は
世
界
に
も
あ
ま
り
に
多
く
な
い

や
う
な
産
物
で
あ
る
。
『
ベ
ラ
ミ
イ
』
は
性
慾
が
ま
だ
社
会
を
対
照
に
し
す

ぎ
て
ゐ
る
。
『
女
の
一
生
』
は
開
墾
せ
ざ
る
女
の
初
歩
の
性
慾
の
一
小
悲
劇

で
あ
る
。
『
死
の
如
く
強
し
』
は
余
り
に
小
さ
く
こ
だ
わ
つ
て
執
着
し
た
性

慾
だ
。

　
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
の
中
で
は
、
最
後
の
作
だ
け
あ
つ
て
、
一
番
『
ノ
ウ
ト
ル
、

ク
ウ
ル
』
が
性
慾
の
深
い
と
こ
ろ
に
達
し
て
ゐ
る
が
、
（
あ
る
外
国
の
批
評

家
は
、
『
ノ
ウ
ト
ル
、
ク
ウ
ル
』
は
単
に
技
巧
だ
、
技
巧
を
除
い
て
は
何
も

無
い
と
言
つ
て
評
し
て
ゐ
た
が
、
何
と
い
ふ
盲
目
だ
ら
う
。
ト
ル
ス
ト
イ
も
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そ
れ
に
近
い
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
が
、
『
ア
ン
ナ
カ
レ
ニ
ナ
』
の
作
者
な
ど

に
は
『
一
代
女
』
の
や
う
な
深
い
性
慾
は
と
て
も
書
け
な
い
）
そ
れ
で
も
、

『
置
土
産
』
の
中
の
一
篇
、
又
は
『
一
代
女
』
に
見
る
や
う
な
生
滅
の
気
分

に
は
達
し
て
ゐ
な
い
。

『
一
代
女
』
の
中
に
、
老
婆
が
五
百
羅
漢
を
見
て
歩
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
あ

の
シ
イ
ン
な
ど
は
、
若
い
心
に
は
、
何
だ
か
拵
へ
た
や
う
な
、
不
自
然
な
結

構
の
や
う
な
気
が
す
る
に
は
相
違
な
い
が
、
あ
れ
が
決
し
て
さ
う
で
な
い
。

単
に
面
白
半
分
に
作
者
が
、
あ
そ
こ
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
な
い
。
あ
そ
こ
に

女
が
実
に
よ
く
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
堕
胎
し
た
大
勢
の
児
を
幻
に
見
る

条
が
あ
る
が
、
あ
そ
こ
な
ど
は
殊
に
深
い
女
の
心
が
描
い
て
あ
る
。
心
の
不

可
思
議
を
具
体
的
に
あ
ら
は
し
て
、
人
を
し
て
戦
慄
せ
し
め
ず
に
は
置
か
な
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い
の
で
あ
る
。

　
性
慾
は
尋
常
茶
飯
事
だ
と
い
ふ
。
さ
う
い
ふ
も
の
が
既
に
尋
常
茶
飯
事
で

な
い
の
を
示
し
て
ゐ
る
。
又
性
慾
は
生
死
の
淵
だ
と
言
ふ
。
こ
れ
が
ま
だ
生

死
の
淵
で
な
い
こ
と
を
表
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
浅
い
や
う
で
深
く
、
深

い
や
う
で
浅
く
。
あ
る
人
に
は
遊
び
に
な
り
、
あ
る
人
に
は
生
死
の
問
題
に

な
る
。
か
う
い
ふ
生
滅
の
即
不
即
の
性
慾
の
気
分
を
西
鶴
ほ
ど
如
実
に
描
い

た
も
の
は
な
い
。

　
試
み
に
『
一
代
女
』
と
『
一
代
男
』
と
を
比
べ
て
考
へ
て
見
る
。
作
者
は

そ
こ
に
も
女
と
し
て
の
性
慾
と
、
男
と
し
て
の
性
慾
を
か
な
り
に
よ
く
見
て

ゐ
る
の
が
わ
か
る
、
『
一
代
女
』
の
五
百
羅
漢
は
い
か
に
も
女
の
性
慾
の
末

で
あ
る
。
『
一
代
男
』
の
島
渡
り
は
い
か
に
も
男
の
性
慾
の
末
で
あ
る
。
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『
一
代
女
』
は
全
体
の
ト
オ
ン
が
消
極
的
で
受
身
に
な
つ
て
ゐ
る
の
に
反
し

て
、
『
一
代
男
』
は
積
極
的
で
、
男
の
『
種
を
蒔
く
』
と
い
ふ
形
を
作
者
は

十
分
に
飲
み
込
ん
で
ゐ
る
。

『
一
代
女
』
の
方
に
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
調
子
が
あ
る
。
あ
く
が
れ
が

あ
り
、
欺
騙
が
あ
り
、
全
盛
の
得
意
が
あ
り
、
花
の
や
う
な
栄
華
が
あ
り
、

つ
ゞ
い
て
零
落
が
あ
り
、
悲
劇
が
あ
り
、
他
力
に
す
が
る
や
う
な
処
が
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
『
一
代
男
』
に
は
旅
が
あ
り
、
女
を
玩
弄
す
る
心
持
が
あ

り
、
何
う
で
も
好
い
と
い
ふ
や
う
な
処
が
あ
り
、
積
極
的
で
ド
シ
ド
シ
出
て

行
く
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
洒
落
が
あ
り
、
道
楽
が
あ
り
、
遊
び
が
あ
る
。

『
一
代
女
』
に
見
る
や
う
な
零
落
と
か
悲
哀
と
か
は
描
て
な
い
。

　
そ
れ
か
ら
『
一
代
男
』
の
方
は
、
年
齢
が
書
い
て
あ
る
に
反
し
て
、
『
一
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代
女
』
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
も
つ
と
深
く
入
つ
て
行
つ
て
見
る
と
、
矢
張
男
の
書
い
た
『
一

代
女
』
と
言
ふ
や
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
。

『
一
代
男
』
が
も
つ
と
迫
真
の
度
数
に
於
て
す
ぐ
れ
て
ゐ
て
も
好
い
と
思
ふ

の
は
、
私
が
男
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
そ
の
反
対
に
、
『
一
代
女
』
が

よ
く
描
い
て
ゐ
る
と
思
ふ
の
は
、
私
が
女
で
な
い
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
、

さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
は
確
か
に
あ
る
と
思
ふ
が
、
し
か
し
兎
に
角
女
を
あ
ゝ
し

た
と
こ
ろ
ま
で
見
た
の
は
、
そ
の
観
察
と
理
解
と
の
い
か
に
す
ぐ
れ
て
ゐ
る

か
と
い
ふ
こ
と
を
証
拠
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
。

『
一
代
男
』
に
し
て
も
、
『
一
代
女
』
に
し
て
も
長
篇
で
あ
つ
て
実
は
短
編

の
累
積
で
あ
る
形
も
面
白
い
と
私
は
思
ふ
。
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『
一
代
女
』
の
中
で
は
、
お
針
の
師
匠
を
し
た
時
の
話
や
、
初
め
の
方
の
国

主
大
名
の
妾
の
話
や
、
老
い
て
若
づ
く
り
し
て
、  

作    

声  

つ
く
り
ご
ゑ

し
て
春
を
ひ
さ

ぐ
条
な
ど
が
、
面
白
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

『
一
代
男
』
と
『
一
代
女
』
と
の
文
章
の
書
き
方
な
ど
に
つ
い
て
も
非
常
に

作
者
は
注
意
し
て
ゐ
る
。
『
一
代
男
』
の
方
は
さ
つ
ぱ
り
し
て
ゐ
る
。
『
一

代
女
』
の
方
は
絢
爛
の
文
字
が
使
つ
て
あ
る
。

『
一
代
男
』
の
中
で
は
、
旅
に
出
た
世
の
介
の
気
分
が
か
な
り
に
面
白
い
。

半
ば
は
そ
れ
が
そ
の
作
の
価
値
を
占
め
て
ゐ
る
と
言
つ
て
好
い
。
年
の
若
い
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放
浪
気
分
が
二
十
五
六
か
ら
三
十
近
く
ま
で
あ
る
こ
と
を
も
作
者
が
男
性
を

よ
く
見
て
ゐ
る
証
で
あ
る
。
遊
び
か
ら
段
々
本
当
の
恋
愛
を
感
じ
て
来
て
ゐ

る
気
分
も
出
て
ゐ
る
。
信
濃
の
追
分
あ
た
り
の
こ
と
を
書
い
た
条
は
非
常
に

す
ぐ
れ
て
ゐ
る
。
牢
の
中
の
板
を
隔
て
ゝ
恋
に
落
ち
た
形
、
そ
れ
を
つ
れ
て

遁
げ
た
形
、
そ
の
女
の
死
を
悲
む
形
な
ど
も
面
白
い
。
そ
れ
か
ら
越
後
の
出

雲
崎
の
女
郎
屋
の
描
写
は
、
そ
の
時
分
の
さ
ま
を
眼
の
あ
た
り
見
る
や
う
に

生
々
と
書
い
て
あ
る
。
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
の
同
じ
場
所
に
於
け
る
記
述

な
ど
を
比
べ
て
考
へ
て
見
る
と
殊
に
対
照
の
不
思
議
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
『
夢
の
太
刀
風
』
と
い
ふ
条
が
、
あ
ゝ
し
た
写
生
気
分
の
中
に
突

然
雑
つ
て
ゐ
る
の
も
、
決
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
、
あ
そ
こ
で
作

者
は
世
の
介
の
若
さ
の
真
面
目
と
い
ふ
こ
と
を
現
は
さ
う
と
心
が
け
て
ゐ
る
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の
で
あ
る
。

　
旅
か
ら
帰
つ
て
来
て
か
ら
で
は
、
例
の
奥
女
中
の
条
が
好
い
、
春
画
を
見

る
条
、
つ
ゞ
い
て
あ
の
く
さ
り
か
た
び
ら
の
条
、
あ
れ
が
滑
稽
に
書
い
て
あ

つ
て
、
そ
し
て
ち
つ
と
も
滑
稽
で
な
い
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
深
く
観
察
と
理

解
と
が
到
る
処
に
か
ゞ
や
い
て
ゐ
る
の
を
見
る
。

　
そ
れ
に
、
私
の
考
へ
で
は
、
西
鶴
は
か
な
り
の
旅
行
家
で
あ
つ
た
ら
う
と

思
ふ
。
大
阪
町
人
と
し
て
、
か
れ
は
船
で
各
地
を
廻
つ
て
歩
い
た
ら
し
い
。

見
物
の
旅
で
は
な
く
商
売
の
旅
と
し
て
…
…
。
或
人
に
言
は
せ
る
と
、
そ
ん

な
こ
と
は
な
い
、
皆
な
聞
き
噛
じ
り
だ
と
言
ふ
け
れ
ど
、
私
に
は
何
う
も
さ

う
は
思
は
れ
な
い
。
行
つ
て
見
な
い
で
、
足
そ
の
土
地
を
踏
ま
ず
し
て
あ
の

室
津
や
、
瀬
戸
内
海
や
、
越
後
な
ど
の
描
写
が
あ
ゝ
い
ふ
風
に
行
く
わ
け
が
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な
い
。
そ
れ
に
面
白
い
こ
と
に
は
、
主
と
し
て
大
阪
と
往
来
し
た
舟
路
の
舟

着
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
分
は
和
船
で
北
国
を
ぐ

る
り
と
遠
く
廻
つ
て
行
つ
た
。
北
国
の
三
国
港
、  

金  

石  

港  

か
ね
い
し
み
な
と

、
そ
れ
か
ら

ぐ
る
り
と
能
登
半
島
を
廻
つ
て
、
七
尾
、
魚
津
、
越
後
に
入
つ
て
出
雲
崎
、

そ
れ
か
ら
羽
後
の
酒
田
港
か
う
い
ふ
港
々
が
絶
え
ず
船
で
大
阪
と
結
び
附
け

ら
れ
て
あ
つ
た
。
酒
田
の
栄
え
た
の
も
、
出
雲
崎
の
栄
え
た
の
も
、
さ
う
し

た
和
船
の
出
入
港
で
あ
つ
た
た
め
で
あ
つ
た
。
今
日
行
つ
て
見
て
も
、
北
国

に
は
上
方
　
　
殊
に
大
阪
情
調
が
到
る
処
に
残
つ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
金
沢

が
さ
う
だ
、
新
潟
が
さ
う
だ
。
酒
田
が
さ
う
だ
。
秋
田
が
さ
う
だ
。
能
登
が

さ
う
だ
。
関
東
、
東
北
地
方
（
太
平
洋
）
と
は
没
交
渉
で
あ
る
大
阪
の
気
分

が
、
ず
つ
と
裏
日
本
一
面
に
そ
の
勢
力
と
感
化
と
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
。
『
一
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代
男
』
の
中
に
も
そ
れ
が
ち
や
ん
と
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
面
白
い
こ
と

で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
西
鶴
に
は
『
一 

目 

玉 

鉾 

ひ
と
め
た
ま
ぼ
こ

』
な
ど
と
い
ふ
著
書
が

あ
る
。

　
そ
れ
に
、
西
鶴
の
文
章
の
難
解
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
か
れ
の
元
禄
年

代
の
実
写
で
あ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ

は
飽
ま
で
も
『
箇
』
を
研
究
し
て
ゐ
る
。
写
生
し
て
ゐ
る
。
描
写
し
て
ゐ
る
。

そ
の
時
用
ゐ
ら
れ
た
言
葉
は
勿
論
、
衣
裳
、
流
行
、
風
俗
、
さ
う
い
ふ
も
の

を
す
べ
て
そ
の
作
中
に
取
り
入
れ
て
ゐ
る
。
『
源
氏
物
語
』
が
藤
原
朝
の
言

葉
や
気
分
の
た
め
に
わ
か
ら
な
い
と
言
ふ
が
、
西
鶴
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
。

地
口
、
童
謡
、
さ
う
い
ふ
も
の
ま
で
も
巧
に
入
れ
て
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

か
れ
の
文
章
は
容
易
に
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
。
江
戸
文
学
を
か
な
り
に
深
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く
研
究
し
た
人
に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
に
あ
る
。
従
つ
て
ま
た
そ
れ

だ
け
多
く
元
禄
時
代
の
歴
史
の
参
考
に
な
る
や
う
な
点
が
多
い
。
近
松
な
ど

か
ら
比
べ
る
と
そ
れ
が
ぐ
つ
と
多
い
。

　
兎
に
角
、
『
一
代
男
』
は
『
一
代
女
』
と
共
に
、
性
慾
を
描
い
た
大
き
な

作
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

　
こ
ゝ
で
私
は
『
置
土
産
』
に
つ
い
て
二
三
言
ふ
前
に
、
徳
川
時
代
に
於
け

る
性
慾
小
説
の
区
別
を
少
し
言
つ
て
見
た
く
な
つ
た
。
近
松
は
詩
人
だ
、
す

べ
て
を
『
詩
』
に
し
且
つ
美
に
し
た
。
西
鶴
と
比
較
し
て
論
ず
る
に
は
、
余

り
に
遠
く
離
れ
す
ぎ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。
馬
琴
の
性
慾
に
対
す
る
考

へ
は
、
非
常
に
狭
い
。
且
つ
自
由
で
な
い
。
三
馬
は
こ
れ
を
浅
い
こ
ゝ
ろ
で

解
釈
し
て
そ
れ
で
満
足
し
て
ゐ
た
。
春
水
が
一
人
や
ゝ
性
慾
と
言
ふ
事
に
就
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い
て
考
へ
た
ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
　
　
こ
れ
も
西
鶴
の
や
う
に
徹
底
し

て
考
へ
た
の
で
は
な
く
、
通
俗
を
喜
ば
せ
る
手
段
と
し
て
玩
弄
的
に
書
い
た

や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
他
の
作
家
に
比
べ
る
と
、
余
程
写
生

の
気
分
に
富
ん
で
ゐ
る
の
を
私
は
見
た
。

　
洒
落
本
と
い
ふ
も
の
、
あ
れ
な
ど
も
春
水
と
一
緒
に
し
て
論
ず
べ
き
も
の

だ
。
京
伝
、
三
馬
、
春
水
も
書
い
て
ゐ
る
が
、
あ
れ
が
、
西
鶴
の
性
慾
描
写
、

乃
至
性
慾
観
と
比
べ
る
と
余
程
程
度
が
低
く
な
つ
て
ゐ
る
。
好
い
加
減
で
あ

る
。
吉
原
情
調
が
、
丁
度
今
の
放
蕩
文
学
者
と
言
は
れ
る
人
達
の
書
い
た
情

話
位
の
程
度
に
は
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
か
ら
先
に
は
少
し
も
入
つ
て

ゐ
な
い
。
考
へ
て
ゐ
な
い
。
深
く
体
感
し
て
ゐ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
洒
落
本
の
作
者
か
ら
、
『
梅
暦
』
は
一
歩
群
を
抜
い
て
ゐ
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る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
。
春
水
の
作
に
は
、
か
な
り
に
女
が
よ
く
見
て
あ
る
。

会
話
の
写
生
の
迫
真
の
程
度
は
さ
う
細
く
深
く
は
な
い
が
、
流
行
に
媚
び
た
、

色
の 
舎 
利 
塩 
し
や
り
ゑ
ん

の
沢
山
に
入
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
と
ば
か
り
言
つ
て
了
ふ
こ
と

の
出
来
な
い
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
面
白
が
つ
て
ゐ
た
り
、
通
を
振
り
廻
し
て

見
た
り
、
女
に
媚
び
て
ゐ
た
り
す
る
や
う
な
処
が
あ
る
為
め
に
、
西
鶴
の

『
一
代
女
』
の
や
う
な
深
い
と
こ
ろ
に
は
入
つ
て
行
け
ず
、
極
め
て
世
間
に

あ
り
来
り
の
も
の
ば
か
り
書
い
て
あ
る
が
、
丁
度
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
と
今
一
人

何
と
か
言
ふ
通
俗
作
家
と
の
区
別
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
洒
落
本
作
者
の

あ
の
小
さ
い
写
生
よ
り
も
あ
る
性
慾
の
気
分
を
捉
へ
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
確

か
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
訳
に
（Treu bis in D

en Tod

）
と
い
ふ
春
水
の
も

の
が
出
来
て
ゐ
る
が
、
あ
れ
は
『
梅
暦
』
を
訳
し
た
も
の
か
何
う
か
知
ら
な
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い
が
、
外
国
人
に
取
つ
て
は
春
水
の
作
は
、
不
思
議
な
創
作
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
況
ん
や
西
鶴
に
於
て
を
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

『
置
土
産
』
は
西
鶴
の
遺
稿
だ
。
そ
し
て
ま
た
『
一
代
男
』
『
一
代
女
』
以

上
に
す
ぐ
れ
た
短
篇
を
其
処
に
私
は
発
見
し
た
。

　
紅
葉
山
人
も
言
つ
た
。
『
置
土
産
は
実
に
好
い
。
文
章
も
心
持
も
す
つ
か

り
枯
れ
切
つ
て
ゐ
る
。
枯
淡
の
中
に
絢
爛
を
蔵
し
て
ゐ
る
。
と
て
も
あ
の
真

似
は
出
来
な
い
』

　
実
際
私
も
さ
う
い
ふ
気
が
す
る
。
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
西
鶴
は
入
つ
て
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行
つ
た
か
と
思
は
せ
る
。
『
一
代
女
』
や
『
一
代
男
』
で
は
ま
だ
性
慾
に
執

し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
『
置
土
産
』
に
行
く
と
、
ぐ
つ
と
離
れ
て
ゐ
る
。

さ
つ
ぱ
り
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
あ
る
十
種
ほ
ど
の
短
篇
に
は
、
恋
の
終
、
又

は
恋
と
人
生
、
金
と
恋
愛
さ
う
い
ふ
こ
と
を
主
と
し
て
題
材
に
し
て
ゐ
る
が

ど
れ
も
こ
れ
も
皆
面
白
い
。
殊
に 

草 

鞋 

銭 

わ
ら
じ
せ
ん

も
な
く
な
つ
て
京
か
ら
大
阪
ま

で
て
く
〳
〵
歩
く
男
、
妾
を
囲
つ
て
ゐ
た
男
が
急
に
太
夫
買
を
覚
え
て
身
代

を
棒
に
ふ
る
話
、
こ
と
に
棒
振
虫
の
一
話
な
ど
は
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
甘

酸
を
な
め
つ
く
し
た
人
で
な
け
れ
ば
、
ち
よ
つ
と
書
く
こ
と
の
出
来
な
い
や

う
な
も
の
で
あ
る
。
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
、
チ
エ
ホ
フ
の
中
に
も
、
か
う
し
た
す

ぐ
れ
た
短
篇
は
容
易
に
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
。

『
好
色
五
人
女
』
に
つ
い
て
は
、
私
は
余
り
多
く
を
言
は
な
か
つ
た
が
、
し
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か
し
そ
の
中
に
も
面
白
い
も
の
が
あ
つ
た
。
お
さ
ん
茂
右
衛
門
な
ど
は
殊
に

好
い
。
こ
れ
を
近
松
の
同
名
の
作
に
比
べ
て
考
へ
て
見
て
も
、
二
人
の
相
違

が
は
つ
き
り
と
わ
か
つ
て
来
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
お
七
の
話
な
ど
も

好
い
短
篇
だ
。

　
兎
に
角
、
西
鶴
は
当
時
に
あ
つ
て
は
、
非
常
に
驚
異
の
的
で
あ
つ
た
に
相

違
な
か
つ
た
。
自
然
主
義
以
上
に
そ
の
当
時
を
動
か
し
た
も
の
で
あ
つ
た
に

相
違
な
か
つ
た
、
外
道
げ
だ
う
と
呼
ば
れ
、
阿
蘭
陀
西
鶴
と
呼
ば
れ
た
の
も
無
理
は

な
か
つ
た
。
日
本
で
も
か
う
い
ふ
作
家
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど

日
本
民
族
に
取
つ
て
力
強
い
こ
と
で
あ
る
か
知
れ
な
い
。
私
に
取
つ
て
も
一

生
か
れ
の
作
は
私
の
机
辺
か
ら
離
る
ゝ
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。
そ

し
て
か
れ
西
鶴
は
、
こ
の
事
業
を
僅
々
十
年
足
ら
ず
の
月
日
で
や
つ
て
の
け
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た
。
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