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本
論
文
は
、
先
に
拙
稿

（
注
１
）に

お
い
て
指
摘
し
た
、「
八
百
屋
お
七
」
の
存

在
そ
の
も
の
が
西
鶴
に
よ
る
虚
構
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
ふ
ま
え
て
、

後
続
の
八
百
屋
お
七
物
演
劇
作
品
と
の
比
較
を
中
心
に
、「
恋
草
か
ら
げ

し
八
百
屋
物
語
」
の
先
行
研
究
の
検
討
を
も
兼
ね
つ
つ
、
新
た
な
解
釈
の

可
能
性
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
江
戸
人
の
誇
り
」
と
い
う
呪
縛

今
日
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
八
百
屋
お
七
の
物
語
は
、
改
め
て
い
う

ま
で
も
な
く
、後
世
の
人
々
が
願
望
を
込
め
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
お
七
を
取
り
上
げ
た
文
学
作
品
の
嚆
矢
と
思
わ
れ
る
、

西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』（
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
二
月
刊
）
の
巻
四
「
恋

草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
展
開
や
人
物
像
と
は
、
か
な
り
の
懸
隔
が

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
巻
に
対
す
る
言
及
は
、後
続
作
品
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
お
七
の
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
き
た
。

「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
試
論
（
上
）

―
西
鶴
と
海
音
―

有

働

　

裕

「
八
百
屋
お
七
歌
祭
文
以
来
、
江
戸
生
粋
の
事
件
が
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
・

小
説
類
に
何
百
遍
と
な
く
く
り
返
さ
れ
て
、
江
戸
人
に
と
つ
て
は
何
に
も

替
え
難
い
誇
り
」
で
あ
り
続
け
、「
お
七
だ
け
は
神
女
の
様
に
天
人
の
や

う
に
穢
す
こ
と
な
く
」
そ
の
姿
が
保
持
さ
れ
て
き
た
、
と
述
べ
た
の
は
折

口
信
夫
で
あ
っ
た

（
注
２
）。

近
世
期
に
お
い
て
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
イ
メ
ー

ジ
の
上
に
、
近
代
的
発
想
に
よ
る
お
七
賛
美
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
そ
の

代
表
が
暉
峻
康
隆
氏
の
解
釈
で
あ
り
、
氏
は
「
江
戸
娘
お
七
の
恋
は
江
戸

名
物
の
白
魚
の
よ
う
に
透
明
で
、
哀
し
い
ほ
ど
に
美
し
い
」
と
し
、「
家

族
制
度
の
圧
力
や
親
権
に
屈
伏
」
す
る
こ
と
な
く
「
火
刑
と
い
ふ
世
に
も

残
酷
な
刑
罰
の
前
に
い
さ
さ
か
の
動
揺
も
」
見
せ
ず
に
死
ん
で
い
っ
た
と

し
た

（
注
３
）。

こ
う
い
っ
た
理
解
は
、『
好
色
五
人
女
』
全
体
に
対
す
る
、「
愛
に

忠
実
に
生
き
」
た
女
性
を
描
い
て
西
鶴
は
「
当
時
の
制
度
や
道
徳
と
正
面

か
ら
対
決
し
た
」
と
い
う
謳
い
文
句
な
ど
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
て
い
っ

た（
注
４
）。恋

し
い
男
に
会
う
た
め
に
少
女
が
放
火
を
す
る
、
と
い
う
題
材
に
対
し

て
、
純
粋
な
乙
女
の
愛
の
悲
劇
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
何
時
の
時
代
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に
お
い
て
も
自
然
な
発
想
な
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
四

月
二
十
八
日
、東
京
上
野
に
お
い
て
お
七
追
善
供
養
の
た
め
の
「
お
七
祭
」

が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
主
催
者
で
あ
る
梅
原
北
明
は
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る

（
注
５
）。お

七
の
恋
は
、
余
り
に
涙
ぐ
ま
し
い
記
録
に
終
わ
つ
て
ゐ
る
。
そ

し
て
お
七
の
賛
美
す
べ
き
肉
体
は
、
今
や
鈴
ケ
森
の
灰
と
な
つ
て
、

そ
の
艶
か
し
い
姿
は
、た
だ
吾
等
の
想
像
の
中
に
甦
る
の
み
で
あ
る
。

が
、
そ
の
純
真
な
る
涙
多
き
恋
は
過
去
現
在
に
生
き
、
而
か
も
未
来

の
人
々
の
胸
に
も
永
遠
に
生
き
て
い
く
。

い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
言
い
回
し
な
が
ら
、
お
七
に
対
す
る
一
般
的
な
イ

メ
ー
ジ
と
思
い
入
れ
と
を
、
簡
潔
に
要
約
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
七
像
を
前
提
と
し
て
「
恋
草
か
ら
げ

し
八
百
屋
物
語
」
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
て
し

ま
う
記
述
が
思
い
の
ほ
か
多
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
無

理
や
り
「
純
粋
な
愛
の
悲
劇
」
と
い
う
枠
内
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
を
切
り
落
と
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
信
多
純
一
氏
は
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
挿

絵
の
王
朝
風
の
画
風
と
挿
入
位
置
の
混
乱
は
「
西
鶴
の
か
な
り
意
図
的
な

所
為
」
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
挿
絵
の
粉
本
と
思
わ
れ
る
『
首
書
伊

勢
物
語
』
を
下
敷
き
と
し
た
読
み
を
提
示
し
た

（
注
６
）。

し
か
し
な
が
ら
、
挿
絵

の
粉
本
の
内
容
に
引
き
寄
せ
て
本
文
を
解
釈
す
る
と
い
う
手
法
に
は
か
な

り
無
理
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
物
語
の
最
後
に
お
七
の
母
親
が
何

か
を
さ
さ
や
い
て
吉
三
郎
の
自
害
を
あ
き
ら
め
さ
せ
た
場
面
も
、『
伊
勢

物
語
』
第
五
段
の
「
あ
る
じ
ゆ
る
し
て
げ
り
」
に
よ
っ
た
転
合
で
、
吉
三

郎
を
許
す
と
告
げ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
面
以
前
に
す
で
に
母
親
は
吉
三
郎
を
許
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
く
、
ま
た
、
そ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
え
て
耳
元
で
さ
さ

や
く
必
要
も
な
い
。
本
文
の
叙
述
よ
り
も
典
拠
と
の
関
連
を
優
先
さ
せ
た

強
引
な
解
釈
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
な
解
釈
を
重
ね
た
結
果

は
、
信
多
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ご
く
あ
り
き
た
り
の
恋
愛
物

語
と
把
握
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
異
な
設
定
や
展
開

が
『
伊
勢
物
語
』
を
も
じ
っ
た
「
戯
作
的
な
お
も
し
ろ
さ
」
の
枠
内
で
理

解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
塩
村
耕
氏
も
、
信
多
氏
と
同
様
に
、
挿
絵
に
西
鶴
の
意
図
が
表
れ

て
い
る
、
と
の
前
提
に
立
っ
て
論
じ
て
い
る

（
注
７
）。

す
な
わ
ち
、
そ
の
粉
本
と

し
て
『
女
歌
仙
新
抄
』
の
小
野
小
町
の
画
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
お
七
＝
小

野
小
町
、
小
野
小
町
と
い
え
ば
「
不
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
だ
と
連
想
を
展
開

さ
せ
て
、
お
七
は
生
存
し
て
い
る
と
い
う
説
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
母
親
の
最
後
の
さ
さ
や
き
は
「
実
は
お
七
は
死
ん
で
い
な
い
」
で
あ

り
、「
こ
れ
以
外
に
、
吉
三
郎
を
翻
心
せ
し
め
る
い
か
な
る
言
葉
も
想
像

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
っ
た
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
前
の
段
階
で
吉
三
郎
は
お
七
と
関
係
を
持
っ
た

こ
と
へ
の
後
悔
を
口
に
し
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
兄
分
へ
の
体
面
を
気
に
か
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け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
実
は
お
七
は
死
ん
で
い
な
い
」

の
一
言
で
翻
心
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
叙
述
を
無
視
し
た
、
お
七
生

存
説
あ
り
き
の
立
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
お
七
は
実
在
し
た
の
か

も
ち
ろ
ん
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
を
、「
江
戸
人
の
誇
り
」

と
い
う
呪
縛
か
ら
解
き
放
っ
た
、
そ
の
叙
述
に
忠
実
な
読
解
も
試
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
す
で
に
久
し
い
。
谷
脇
理
史
氏
や
広
嶋
進
氏
の
論
考
を

そ
の
代
表
と
し
て
、「
悲
劇
」
と
い
う
従
来
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に

こ
の
物
語
を
と
ら
え
直
す
こ
と
は
、
も
は
や
研
究
姿
勢
の
新
た
な
常
識
と

な
り
つ
つ
あ
る

（
注
８
）。

と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
理
解
の
方
向
性
に
お
い
て
障

害
と
な
る
の
が
「
史
実
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
お
七
に
よ
る
放
火
事
件
が

実
際
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
展
開

の
ど
こ
ま
で
を
西
鶴
の
創
作
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
た
め
ら
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
史
実
は
極
め
て
曖
昧
な
形
で
し
か
推
定

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、先
の
谷
脇
氏
の
論
考
に
し
て
も『
天

和
笑
委
集
』
の
記
述
を
史
実
に
近
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、「
恋

草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
と
の
様
々
な
食
い
違
い
を
、江
戸
に
い
た
『
天

和
笑
委
集
』
の
筆
者
と
大
坂
に
い
た
西
鶴
と
の
情
報
量
の
差
に
帰
し
て
説

明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
苦
心
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、「
お
七
は
実
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
可
能
性
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
矢
野
公
和
氏
で
あ
り

（
注
９
）、

私
も
そ
れ
を
支
持
す
る
論
を
提
示
し
た

）
（注

（
注

。
本
論
文
の
本
題
に
入
る
前
に
、

ま
ず
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
前
提
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
七
が
恋
人
と
の
再
会
を
願
っ
て
放
火
を
し
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
露
見

し
て
囚
わ
れ
、天
和
三
年
の
春
に
鈴
ヶ
森
で
火
刑
に
処
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

事
件
は
ま
ず
巷
説
や
歌
祭
文
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
事
件
後
ま

も
な
く
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
天
和
笑
委
集
』
に
も
書
き
留
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、『
天
和
笑
委
集
』
と
の
直
接
的
な
影
響
関
係
は
不
明
で
は
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
ら
巷
説
を
ふ
ま
え
て
、
西
鶴
が
『
好
色
五
人
女
』
の
巻
四

「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
を
執
筆
し
た
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な

理
解
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
確
認
で
き
る
歌
祭
文
の
詞
章

）
（（

（
注

は
、「
五
人
女
の

三
の
筆
」
な
ど
の
記
述
か
ら
、
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る

）
（注

（
注

。
野
間
光
辰
氏
は
、
こ
の
記
述
を
西
鶴
の
『
好

色
五
人
女
』
と
は
切
り
離
し
て
と
ら
え
、
西
鶴
以
前
に
「
五
人
女
」
と
題

す
る
歌
祭
文
の
寄
せ
本
の
存
在
し
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
が

）
（注

（
注

、
未
だ

に
そ
の
寄
せ
本
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
拙
稿
で
も
以
前
述
べ
た
通
り
、『
天
和
笑
委
集
』
の
中
の
八
百

屋
お
七
の
顛
末
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
後
に
な
っ
て
増
補
さ
れ
た
可
能
性

が
高
く
、宝
永
以
降
の
演
劇
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
他
の
同
時
期
の
火
災
や
犯
罪
等
に
つ
い
て
伝
え
る
『
徳

川
実
記
』『
御
仕
置
裁
許
帳
』
な
ど
の
諸
資
料
や
日
記
類
に
は
こ
の
事
件

に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
確
実
な
記
録
が
な
い
中
で
、
お
七
実
在
説
の
最
も
強
固
な

拠
り
所
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
戸
田
茂
睡
『
御
当
代
記
』
の
天
和
三
年
癸

亥
年
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

駒
込
の
お
七
付
火
之
事
、
此
三
月
之
事
ニ
て
廿
日
時
分
よ
り
さ
ら
さ

れ
し
也

た
だ
し
こ
の
記
述
は
後
に
な
っ
て
補
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

）
（注

（
注

。
こ
の
時

期
に
多
発
し
た
他
の
火
付
事
件
に
関
し
て
詳
し
く
記
し
て
い
る
茂
睡
が
、

お
七
の
処
刑
の
よ
う
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
出
来
事
を
そ
の
発
生
時
に

は
全
く
記
録
せ
ず
、
後
に
な
っ
て
か
ら
書
き
加
え
た
と
い
う
の
は
不
可
解

で
あ
る
。
後
の
演
劇
等
に
影
響
さ
れ
た
巷
説
を
ふ
ま
え
て
、
遺
漏
を
補
う

つ
も
り
で
加
筆
し
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
現
存
す
る
限
ら
れ
た
資
料
に
記
載
が
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し

て
「
お
七
は
実
在
し
な
か
っ
た
」
と
断
定
し
き
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。

そ
し
て
、
貞
享
三
年
正
月
刊
と
さ
れ
る
『
好
色
三
代
男
』（
西
村
市
郎
右

衛
門
作
）
巻
一
の
三
に
「
江
戸
の
お
七
が
恋
に
身
を
や
き
」
と
あ
る
こ
と

を
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
（注

（
注

。
こ
れ
が
、
た
と
え
お
七
に
つ
い
て
の

何
ら
具
体
的
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
史
実
の
追
究

は
今
後
も
課
題
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
と
り
あ
え
ず
、『
好
色
五
人
女
』
以
前
に
は
、
今
日
想
起
さ
れ

る
よ
う
な
「
お
七
」
も
「
吉
三
郎
」
も
、
そ
し
て
こ
の
放
火
事
件
や
処
刑

そ
の
も
の
も
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
仮
定
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と

ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」

の
解
釈
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
八
百

屋
お
七
物
の
系
譜
全
体
に
対
す
る
理
解
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
こ
と
に
な

る
の
か
。

お
そ
ら
く
は
、
後
続
の
八
百
屋
お
七
物
の
創
作
者
た
ち
に
と
っ
て
、
西

鶴
の
書
き
記
し
た
原
型
は
、
通
俗
的
な
悲
劇
の
枠
内
に
は
収
ま
ら
な
い
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
魅
力
的
な
が
ら
も
か
な
り
継
承
が
困
難
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
展
開
や
人
物
像
が
大
き
く
変
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
西
鶴
以
後
の
八
百
屋
お
七
物
が
、

お
お
む
ね
紀
海
音
の
『
八
百
屋
お
七
』
を
起
点
と
し
て
派
生
し
た
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
は
特
異
な
存
在
と
し

て
孤
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

後
続
の
作
者
た
ち
、
と
り
わ
け
大
衆
性
が
求
め
ら
れ
た
演
劇
作
品
の
担

い
手
に
は
、
海
音
な
ら
ず
と
も
不
自
然
な
展
開
に
は
そ
れ
な
り
に
理
由
付

け
を
し
、
ま
た
、
受
け
入
れ
が
た
い
要
素
に
つ
い
て
は
思
い
切
っ
て
切
り

捨
て
る
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
正
徳
年
間
ま
で
に
、

第
二
の
八
百
屋
お
七
の
原
型
が
確
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
西
鶴
の
原
型
を
後
続
作
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
直
し
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
要
素
を
拒
絶
し
た
の
か
。
以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な

後
続
作
品
か
ら
の
逆
照
射
の
形
で
、
西
鶴
の
「
八
百
屋
お
七
」
譚
の
特
異

性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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三
、
海
音
―
西
鶴
か
ら
の
継
承

紀
海
音
の
浄
瑠
璃
『
八
百
屋
お
七
』（
正
徳
五
年
、
あ
る
い
は
享
保
元

年
初
演
か
）
が
西
鶴
の
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
強
い
影
響
下

に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
黒
木
勘
蔵
氏
ら
に
よ
っ
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
（注

（
注

。
竹
野
静
雄
氏
は
さ
ら
に
そ
の
関
係
を
詳
細
に
検
討

し
、
海
音
が
西
鶴
か
ら
摂
取
し
た
内
容
と
海
音
独
自
な
内
容
と
を
整
理
し

て
い
る

）
（注

（
注

。
こ
の
海
音
の
浄
瑠
璃
は
、
八
百
屋
お
七
の
第
二
の
原
型
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
浄
瑠
璃
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
竹
野
氏
の
指
摘
を

私
に
番
号
を
付
し
て
ま
と
め
、
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
西
鶴
か
ら
海
音
へ
と
継
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
以
下
の

五
点
で
あ
る
。

①
上
の
巻
に
お
け
る
、
吉
祥
寺
の
小
僧
弁
長
が
常
々
布
袋
屋
か
る
た
を

欲
し
が
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
（
←
『
好
色
五
人
女
』
巻
四
「
恋
草

か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
二
）。

②
中
の
巻
で
の
歳
末
風
景
の
描
写
（
←
同
巻
四
の
一
冒
頭
）、
お
よ
び
、

吉
三
郎
が
身
を
や
つ
し
て
忍
ん
で
来
る
場
面
（
←
同
巻
四
の
三
）。

③
下
の
巻
で
の
、
引
き
回
さ
れ
る
お
七
に
対
す
る
諸
人
の
不
審
な
思
い

（
←
同
巻
四
の
四
）。

④
道
行
「
八
百
屋
お
七
江
戸
桜
」
で
の
、「
身
は
人
屑
と
、い
は
ゞ
い
へ
、

笑
は
ゞ
笑
へ
一
筋
に
、
思
ひ
初
め
た
る
恋
な
れ
ば
」
云
々
の
取
り
乱

す
こ
と
な
く
毅
然
と
し
て
刑
場
へ
と
向
か
う
お
七
の
態
度
。（
←
巻

同
四
の
四
）

⑤
大
火
の
際
の
お
七
の
避
難
場
所
を
吉
祥
寺
に
設
定
し
、
寺
小
姓
の
名

を
吉
三
郎
と
し
た
こ
と
。

こ
れ
ら
は
竹
野
氏
の
指
摘
通
り
、
明
ら
か
に
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋

物
語
」
か
ら
海
音
が
摂
取
し
た
こ
と
の
徴
証
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
は
い

う
も
の
の
、
両
者
の
記
述
か
ら
受
け
る
印
象
に
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ

る
。①

の
「
布
袋
屋
か
る
た
」
に
か
か
わ
る
記
述
は
、「
恋
草
か
ら
げ
し

八
百
屋
物
語
」
に
お
い
て
は
、
お
七
と
新
発
意
と
の
会
話
中
に
見
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
賢
し
い
新
発
意
に
も
子
供
じ
み
た
一
面
が
あ
る

こ
と
を
垣
間
見
せ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
前
後
の
展
開
と
の
関
連
性
は

乏
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
海
音
の
も
の
で
は
、
小
僧
弁
長
が
吉
三
郎
の
懐

か
ら
抜
き
取
っ
た
恋
の
起
請
文
を
、
万
屋
武
兵
衛
が
入
手
す
る
際
の
手
管

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
お
七
を
絶
望
的
な
状
況
へ
と
追
い
込

ん
で
い
く
契
機
と
な
っ
て
い
く
。

②
の
吉
三
郎
の
や
つ
し
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋

物
語
」
に
お
け
る
こ
の
一
件
も
ま
た
、
前
後
の
展
開
と
は
つ
な
が
り
の
乏

し
い
一
挿
話
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
海
音
の
も
の
で
は
こ

の
作
品
の
悲
劇
的
展
開
の
要
と
も
い
う
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
。
西
鶴

は
、
下
女
を
通
し
て
文
の
や
り
取
り
は
可
能
で
あ
っ
た
吉
三
郎
が
、
予
告

も
な
く
わ
ざ
わ
ざ
雪
の
日
に
お
七
の
家
へ
忍
ん
で
き
た
理
由
に
つ
い
て
何

も
記
さ
な
い
が
、
海
音
の
も
の
で
は
、
吉
三
郎
は
僧
と
な
る
こ
と
を
厳
し
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く
迫
ら
れ
て
お
り
（
上
の
巻
）、
出
家
さ
せ
ら
れ
る
そ
の
前
日
ゆ
え
に
忍

ん
で
来
て
縁
の
下
に
潜
ん
だ
、
と
い
う
必
然
性
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は

『
曽
根
崎
心
中
』
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
が

）
（注

（
注

、
縁
の
上
と
下
で
心
を
通
い

合
わ
せ
る
お
初
徳
兵
衛
と
は
対
照
的
に
、
お
七
が
親
の
借
金
の
た
め
に
武

兵
衛
と
祝
言
を
上
げ
る
こ
と
を
耳
に
し
た
吉
三
郎
は
、
お
七
が
気
づ
か
な

い
う
ち
に
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。

③
の
、
引
き
回
し
の
際
に
相
手
の
男
が
現
れ
ず
、
そ
れ
を
庶
人
が
不
審

が
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
は
あ
る
が
、そ
れ
を
耳
に
し
た
お
七
の
親
の
、

「
火
を
つ
け
ず
と
も
ど
ふ
ぞ
又
、
外
に
思
案
は
出
な
ん
だ
か
。
駆
け
落
ち

す
る
と
い
ふ
す
べ
を
、
杉
は
心
も
付
ず
し
て
」
と
い
う
嘆
き
の
声
を
海
音

は
付
け
加
え
て
い
る
。

④
の
処
刑
前
の
お
七
の
凛
々
し
い
姿
に
し
て
も
、「
恋
草
か
ら
げ
し

八
百
屋
物
語
」
で
は
そ
れ
が
最
後
ま
で
貫
き
通
さ
れ
る
が
、
海
音
の
方
で

は
突
如
白
装
束
の
吉
三
郎
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
名
残
に
心
乱
れ
る
」

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

⑤
の
吉
祥
寺
と
そ
の
寺
小
姓
吉
三
郎
と
い
う
設
定
の
共
通
性
は
、
竹
野

氏
が
西
鶴
・
海
音
が
後
世
に
残
し
た
最
大
の
遺
産
と
評
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
鶴
の
設
定
で
は
、
新
発
意
が
お
七
に
「
こ
の

寺
の
大
黒
に
な
り
た
く
ば
、
和
尚
の
か
へ
ら
る
ゝ
ま
で
待
て
」
と
い
う
な

ど
、
学
寮
を
備
え
た
曹
洞
宗
の
名
刹
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
祥
寺

は
ひ
ど
く
弛
緩
し
た
雰
囲
気
で
描
か
れ
、
巻
四
の
五
で
の
長
老
の
言
動
に

も
重
み
が
欠
け
て
い
る
。
一
方
、
海
音
の
描
く
上
人
は
、
自
ら
を
犠
牲
に

し
て
お
七
吉
三
郎
を
救
お
う
と
す
る
人
情
に
厚
い
人
格
者
と
し
て
登
場

し
、
そ
の
印
象
が
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
か
ら
の
摂
取
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
お
い
て
す
ら

も
、
そ
の
差
異
は
明
確
で
あ
る
。
大
雑
把
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
必
然
性

が
乏
し
く
不
自
然
で
あ
っ
た
西
鶴
の
展
開
に
、
海
音
は
合
理
性
を
付
与
し

て
一
貫
性
を
備
え
た
も
の
に
改
変
し
た
と
い
え
よ
う
。

四
、
海
音
―
西
鶴
か
ら
の
乖
離

続
け
て
、
竹
野
氏
が
海
音
独
自
の
も
の
と
指
摘
し
た
以
下
の
諸
点
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

⑴
諸
人
物
の
設
定
と
関
係
性
の
措
定
。
吉
三
郎
の
父
は
名
の
あ
る
武
家

の
家
臣
で
あ
る
が
、
若
殿
の
科
を
隠
す
た
め
に
身
代
わ
り
と
な
っ
て

追
放
さ
れ
、
勘
当
中
で
あ
っ
た
吉
三
郎
も
出
家
す
る
定
め
と
な
っ
て

い
た
（
上
の
巻
）。
お
七
の
父
親
は
焼
失
し
た
店
の
再
建
の
費
用
を

借
り
た
こ
と
か
ら
、
娘
を
万
屋
武
兵
衛
に
嫁
が
せ
な
く
て
は
な
ら
な

く
な
っ
て
い
た
（
中
の
巻
）。

⑵
上
の
巻
で
、
吉
三
郎
と
お
七
が
交
わ
し
た
起
請
文
が
盗
ま
れ
、
二
人

が
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
。

⑶
中
の
巻
で
、
武
兵
衛
と
の
祝
言
を
拒
む
お
七
を
、
母
親
が
義
理
と
孝

行
を
か
ざ
し
て
説
得
し
よ
う
と
す
る
。

⑷
中
の
巻
で
、吉
三
郎
が
八
百
屋
の
縁
の
下
で
お
七
の
縁
談
話
を
聞
く
。

⑸
湯
島
天
神
に
お
七
が
十
一
歳
の
折
に
書
い
た
松
竹
梅
の
額
が
掛
け
ら



― 7 ―

れ
て
い
る
（
道
行
「
八
百
屋
お
七
江
戸
桜
」）。

⑹
お
七
に
先
立
っ
て
自
害
す
る
吉
三
郎
の
武
家
気
質
（
道
行
「
八
百
屋

お
七
江
戸
桜
」）。

こ
れ
ら
は
、
⑹
以
外
は
後
の
八
百
屋
お
七
物
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る

）
（注

（
注

。
と
り
わ
け
、
お
七
と
吉
三
郎
の
仲
に
武
兵
衛
が
横
恋
慕
す
る
と
い

う
三
人
の
関
係
は
、後
続
作
品
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
吉
三
郎
と
そ
の
兄
分
と
の
関
係
は
、
後
続
の
作
者

に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
人
物
関
係
を
も
含
め
て
、
海
音
の
独
自
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
も
の

は
、
や
は
り
い
ず
れ
も
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
の
不
自
然
な
展

開
を
修
正
し
、
観
客
が
受
け
入
れ
や
す
く
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
お
七
は
な
ぜ
放
火
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
西
鶴

は
そ
の
こ
と
を
「
よ
し
な
き
出
来
ご
こ
ろ
」
と
し
か
説
明
し
て
い
な
い
。

離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
は
い
え
手
紙
の
や
り
取
り
は
続
い
て
お
り
、
吉

三
郎
が
雪
の
夜
に
忍
ん
で
き
た
こ
と
が
露
見
し
て
そ
れ
が
禁
じ
ら
れ
た
と

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
人
目
を
忍
ぶ
恋
を
続
け
な
が
ら
機
会
を
待
つ
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
駆
け
落
ち
を
す
る
と
い
う
手
段
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
さ
れ
る
。
先
に
も
引
用
し
た
海
音
の
、
お
七
の
親
の
「
駆
け
落
ち

す
る
と
い
ふ
す
べ
を
、
杉
は
心
も
付
ず
し
て
」
と
い
う
悔
恨
の
思
い
は
、

な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
読
者
（
観
客
）
の
疑
問
を
顕
在
化

さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
親
不
孝
で
あ
る
お
七
の
犯
罪
も
、
海
音
で

は
配
慮
を
欠
い
た
親
の
責
任
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
父
親
の

歎
き
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

お
七
が
為
に
正し

や
う
じ
ん真の

敵か
た
きと

い
ふ
は
こ
ち
夫
婦
。
学
問
立
つ
る
家
で
も

な
し
武
士
の
一
門
持
も
せ
ず
。
わ
づ
か
な
八
百
屋
商
ひ
し
て
。
娘
が

い
た
づ
ら
す
れ
ば
と
て
さ
し
て
恥
に
も
な
ら
ぬ
事
。
お
寺
へ
い
ふ
て

早
速
に
吉
三
を
婿む

こ

に
貰も

ら

ふ
た
ら
。
今
日
の
つ
ら
さ
は
有
ま
い
に
小
家

一
軒
立
て
ふ
と
て
。
い
や
が
る
縁
を
結
び
し
故
。
む
ご
い
死
に
を
ば

さ
す
る
と
て
。
最
期
に
親
を
怨
め
ふ
も
の
。（
下
の
巻
）

以
上
の
よ
う
に
、
西
鶴
が
作
中
に
記
す
こ
と
の
な
か
っ
た
悲
劇
と
し
て

の
必
然
性
を
、
海
音
は
丁
寧
に
設
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
体

面
と
義
理
と
の
為
に
恋
愛
が
犠
牲
と
さ
れ
」
る
と
い
う
構
図
そ
の
も
の
で

あ
り

）
注注

（
注

、
海
音
の
常
套
的
手
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
い
わ
ば
義
理
づ

く
め
の
中
で
の
お
七
の
悲
劇
で
あ
り
、
こ
う
し
た
形
象
ぶ
り
に
海
音
作
劇

法
の
巧
拙
両
面
を
見
る
思
い
が
す
る
」
と
い
う
評
価
は
極
め
て
妥
当
な
も

の
で
あ
ろ
う

）
注（

（
注

。

た
だ
し
そ
の
構
図
は
後
続
の
八
百
屋
お
七
物
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
に
共

通
し
た
も
の
と
な
り
、
お
七
の
一
途
さ
純
粋
さ
は
絶
対
視
さ
れ
、
吉
三
郎

に
逢
い
た
さ
か
ら
放
火
ま
で
し
た
情
熱
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
代
に
至
る

ま
で
生
き
続
け
た
。「
江
戸
人
に
と
っ
て
の
誇
り
」
と
し
て
の
お
七
の
確

立
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、お
七
の
物
語
に
劇
的
な
必
然
性
を
付
与
し
て
い
く
こ
と
は
、
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先
の
「
巧
拙
両
面
」
と
い
う
指
摘
に
も
あ
る
通
り
、
物
語
の
複
雑
化
を
生

み
、
起
請
文
を
作
成
す
る
な
ど
お
七
に
小
賢
し
い
一
面
を
付
与
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
、
お
七
の
吉
三
郎
に
対
す
る
恋
の
思
い
は
相

対
的
に
重
み
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
す

で
に
十
分
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
後
の
八
百
屋
お
七
物
の
特
徴
に
比
し
て
、
西
鶴

の
描
い
た
お
七
は
純
粋
か
つ
情
熱
的
で
あ
っ
た
と
断
定
し
、
そ
こ
に
封
建

的
な
家
の
制
度
に
よ
る
悲
劇
が
よ
り
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
と
と
ら
え
て

し
ま
う
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
改
め
て
読
み
直
す
と
、「
恋
草
か
ら
げ
し

八
百
屋
物
語
」
に
は
、
家
の
犠
牲
と
な
る
お
七
の
イ
メ
ー
ジ
が
海
音
の

『
八
百
お
七
』
の
よ
う
に
は
明
確
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
娘
に
対
し
て

過
剰
な
ま
で
に
管
理
的
で
、「
坊
主
に
も
油
断
の
な
ら
ぬ
世
の
中
」
と
言

い
放
つ
母
親
に
し
て
も
、
お
七
と
吉
三
郎
の
同
衾
が
露
見
し
た
後
は
、
新

発
意
に
「
何
事
か
知
ら
ね
ど
も
、
お
七
が
約
束
せ
し
物
は
、
我
が
請
け
に

立
つ
」
と
き
っ
ぱ
り
と
言
い
捨
て
、「
い
た
づ
ら
な
る
娘
持
ち
た
る
母
な

れ
ば
、
大
方
な
る
事
は
、
聞
か
で
も
合
点
し
て
」
い
る
と
い
う
鷹
揚
な
態

度
も
見
せ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
鶴
と
海
音
が
比
較
さ
れ
る
場
合
、
次
の
諏
訪
春

雄
氏
の
よ
う
に
、
断
定
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ

た
よ
う
に
思
う

）
注注

（
注

。

武
兵
衛
と
の
縁
談
を
い
や
が
る
お
七
に
母
親
は
世
間
の
義
理
を

諄
々
と
と
い
て
、
い
ち
お
う
武
兵
衛
を
婿
と
し
、
そ
の
あ
と
で
離
婚

さ
れ
る
よ
う
分
別
し
ろ
と
さ
と
す
。

こ
の
母
親
の
こ
と
ば
に
は
、
義
理
を
盾
に
と
る
親
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

が
現
さ
れ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

娘
の
火
刑
と
い
う
事
態
を
前
に
し
て
、
狼
狽
し
つ
つ
自
ら
を
責
め
て
い

る
両
親
の
台
詞
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
海
音
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て

考
え
る
な
ら
ば
、
諏
訪
氏
の
読
み
は
い
さ
さ
か
思
い
込
み
の
強
い
も
の
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
娘
が
家
の
犠
牲
に
な
る
と
い
う
構
図
は

明
確
だ
が
、
や
む
を
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
親
の
悔
恨
も
ま
た
鮮

明
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
西
鶴
の
描
く
お
七
の
母
親
は
、
む
や
み
に

娘
の
身
持
ち
を
案
じ
て
い
る
わ
り
に
は
感
情
に
乏
し
い
と
さ
え
い
え
よ

う
。ま

た
諏
訪
氏
は
、「
お
七
の
純
情
さ
、
恋
へ
の
献
身
」
は
西
鶴
・
海
音

と
も
に
共
通
し
て
は
い
る
が
、
人
形
浄
瑠
璃
の
台
本
ゆ
え
の
笠
・
蓑
な
ど

の
小
道
具
の
利
用
は
「
お
七
の
イ
メ
ー
ジ
の
純
乎
さ
と
あ
る
種
の
違
和
を

か
も
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
鶴
・
海
音
の
差
異
を

次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

お
七
に
焦
点
を
あ
て
、
素
朴
で
し
か
も
強
烈
な
恋
を
え
が
き
だ
し
た

の
が
西
鶴
作
と
す
れ
ば
、
複
雑
な
人
間
関
係
を
設
定
し
、
武
士
の
忠

義
、
町
人
社
会
の
義
理
、
親
子
の
愛
情
な
ど
の
多
面
的
要
素
を
導
入

し
て
、
そ
の
か
ら
み
あ
い
の
な
か
に
お
七
吉
三
郎
の
恋
を
お
き
な
お

し
た
の
が
海
音
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
主
人
公
の
イ
メ
ー
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ジ
が
相
対
的
に
卑
小
化
し
、
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
る
感
銘
は
弱
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
西
鶴
の
お
七
こ
そ
が
純
情
な
存
在
と
い
う
前
提
か
ら
逆
算
さ
れ

た
結
論
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
確
か
に
、
後
続
作
品
に
お
い
て
お
七
に
小

賢
し
さ
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
、
海
音
の
み
な
ら
ず
一
般
的
な
傾
向
と
し

て
確
認
で
き
る
。
だ
が
、吉
三
郎
へ
の
一
途
な
思
い
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、

雪
の
夜
に
訪
ね
て
来
た
板
橋
辺
り
の
百
姓
の
子
に
好
奇
心
を
抱
い
て
し
ま

う
西
鶴
の
お
七
よ
り
も
、
よ
り
直
情
的
な
形
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

海
音
以
後
に
形
成
さ
れ
た
「
江
戸
人
の
誇
り
」
と
し
て
の
純
粋
一
途
な

お
七
像
は
、
近
代
的
な
恋
愛
観
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
な
が
ら
、
動
か
し
が

た
い
事
実
あ
る
い
は
真
実
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
を

最
初
に
文
芸
化
し
た
の
が
西
鶴
で
あ
っ
た
、
と
い
う
理
解
が
一
般
化
さ
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
西
鶴
が
描
い
た
お
七
は
、
情
熱

的
な
が
ら
も
そ
の
人
格
は
混
沌
と
し
て
お
り
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋

物
語
」
の
展
開
は
単
純
な
テ
ー
マ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
形
で
拡
散
的
に
進

行
し
て
い
る
。

も
し
封
建
的
な
家
の
制
度
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
海
音
の
描
き
出
し
た
お
七
の
方
に
こ
そ
そ
の
姿
は
鮮
明
に
描
か
れ

て
い
る
。「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
に
こ
の
よ
う
な
お
七
像
を
見

出
そ
う
と
す
る
従
来
の
解
釈
の
在
り
方
は
、
単
に
近
代
主
義
に
毒
さ
れ
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
西
鶴
と
海
音
と
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
看
過
し
て

し
ま
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。

（
続
）

【
注
】

注
１　
「「
お
七
」
再
考
―
『
天
和
笑
委
集
』
と
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋

物
語
」
―
」『
文
学
・
語
学
』（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
）
二
一
五
号
、

二
〇
一
六
年
四
月
。

注
２　

折
口
信
夫
「
草
双
紙
と
講
釈
の
世
界
」
一
九
四
九
年
の
『
新
橋
演

舞
場
プ
ロ
グ
ラ
ム
』、『
折
口
信
夫
全
集　

第
十
八
巻
』（
中
央
公
論
社
・

一
九
七
六
年
）
に
所
収
。

注
３　

暉
峻
康
隆
『
西
鶴　

評
論
と
研
究　

上
』
中
央
公
論
社
、

一
九
四
八
年
。

注
４　
『
岩
波
文
庫
解
説
目
録
』
に
お
け
る
記
述
。
谷
脇
理
史
氏
は
後
掲

の
論
文
で
岩
波
文
庫
本
『
好
色
五
人
女
』（
一
九
五
九
年
）
の
東
明
雅

氏
に
よ
る
解
説
を
簡
潔
に
要
約
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

現
在
の
岩
波
文
庫
の
カ
バ
ー
に
は
、「
不
義
密
通
が
極
刑
に
処
せ
ら
れ

る
時
代
の
制
度
や
道
徳
と
正
面
か
ら
対
決
し
た
作
品
で
あ
り
、
ま
た
、

日
本
女
性
史
上
の
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

注
５　
『
更
生
』
昭
和
二
年
六
月
号
。
多
田
道
太
郎
『
変
身
放
火
論
』（
講

談
社　

一
九
九
八
年
）
よ
り
引
用
。

注
６　

信
多
純
一「
古
典
と
西
鶴
―『
好
色
五
人
女
』巻
四
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
文
学
』
四
六
巻
八
号
、
一
九
七
八
年
八
月
。
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注
７　

塩
村
耕
「『
好
色
五
人
女
』
八
百
屋
お
七
の
謎
」『
国
語
と
国
文
学
』

七
一
巻
一
二
号
・
一
九
九
四
年
十
二
月
。
後
に
『
近
世
前
期
文
学
研

究
―
伝
記
・
書
誌
・
出
版
―
』
若
草
書
房
・
二
〇
〇
四
年
に
収
め
ら

れ
た
。

注
８　

谷
脇
理
史
「
八
百
屋
お
七
の
〝
悲
恋
〟」『
近
世
文
芸
へ
の
視
座
―

西
鶴
を
軸
と
し
て
―
』
新
典
社
・
一
九
九
九
年
。
広
嶋
進
「『
好
色
五

人
女
』
の
一
場
面
―
寺
若
衆
の
恋
―
」『
西
鶴
新
解　

色
恋
と
武
道
の

世
界
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

注
９　

矢
野
公
和
「「
八
百
屋
お
七
」
は
実
在
し
た
の
か
」、『
西
鶴
と
浮

世
草
子
研
究　

Ｖ
ｏ
ｌ
・
４
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
。

注
10　

注
１
と
同
。

注
11　

高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成　

巻
八
』
春
秋
社
・
一
九
五
七
年

な
ど
。

注
12　

黒
木
勘
蔵
氏
は
日
本
名
著
全
集
『
浄
瑠
璃
名
作
集　

上
巻
』（
名

著
全
集
刊
行
会
・
一
九
二
七
年
）
の
解
説
に
お
い
て
、
現
存
の
歌
祭

文
は
西
鶴
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
断
定
し
て
い
る
。
諏
訪
春
雄
氏

も
、『
元
禄
歌
舞
伎
の
研
究
』
笠
間
書
院
・
一
九
六
七
年
も
同
様
の
見

解
を
述
べ
て
い
る
。

注
13　

野
間
光
辰
『
補
刪　

西
鶴
年
譜
考
證
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三

年
。

注
14　

塚
田
学
校
注
『
御
当
代
記
（
東
洋
文
庫
６
４
３
）』
平
凡
社
、

一
九
九
八
年
。

注
15　

中
嶋
隆
氏
は
『
好
色
三
代
男
』
の
成
立
時
期
を
貞
享
二
年
前
半
期

と
推
定
し
て
い
る
。「「
西
村
本
」
の
西
鶴
模
倣
―
『
好
色
三
代
男
』

を
中
心
と
し
て
―
」『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』
若
草
書
房
、

一
九
九
六
年
。

注
16　

日
本
名
著
全
集
『
浄
瑠
璃
名
作
集　

上
巻
』（
名
著
全
集
刊
行
会
・

一
九
二
七
年
）
の
黒
木
勘
蔵
氏
の
解
説
。

注
17　

竹
野
静
雄
「
西
鶴
―
海
音
の
遺
産
―
」『
日
本
文
学
』
第
三
十
二

巻
七
号
、
一
九
八
三
年
七
月
。

注
18　

黒
木
氏
は
先
の
『
浄
瑠
璃
名
作
集　

上
巻
』
解
説
で
「
天
満
屋
の

場
で
徳
兵
衛
が
縁
下
に
忍
ぶ
条
に
似
て
居
る
」
と
し
、「
蓑
と
笠
を
置

い
て
す
ご
〳
〵
帰
る
の
は
、
お
七
の
放
火
の
動
機
を
作
る
為
の
技
巧

で
あ
ら
う
が
、
こ
ゝ
は
西
鶴
の
方
が
寧
ろ
徹
底
的
で
劇
的
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

注
19　

吉
三
郎
の
自
害
に
つ
い
て
、
黒
木
勘
蔵
氏
の
先
の
解
説
に
「
他
の

作
で
は
す
べ
て
吉
三
は
出
家
す
る
の
に
、
こ
れ
の
み
異
彩
を
放
つ
て

ゐ
る
」
と
あ
る
。

注
20　

黒
木
氏
の
前
掲
書
解
説
。

注
21　

坂
口
弘
之
・
林
久
美
子
「
八
百
屋
お
七
」『
浄
瑠
璃
作
品
要
説
〈
２
〉

　

紀
海
音
編
』
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
、
昭
和
五
十
七
年
。

注
22　

諏
訪
春
雄
『
愛
と
死
の
伝
承
―
近
世
恋
愛
譚
―
』
角
川
書
店
、

一
九
六
八
年
。

（
う
ど
う
・
ゆ
た
か　

本
学
教
授
）




