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西
鶴
研
究
会
の
会
員
、
お
よ
び
こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
っ

て
い
る
み
な
さ
ん
へ

　

先
日
、
木
越
俊
介
氏
「
西
鶴
に
束
に
な
っ
て
か
か
る
に
は
」（『
日
本
文

学
』
Ｖ
Ｏ
Ｌ
61
・
二
○
一
二
年
一
○
月
）
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
西
鶴

研
究
を
よ
り
活
性
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
挑
発
に
応
え
る
こ
と
も
必
要

か
と
判
断
し
、
拙
文
を
し
た
た
め
ま
し
た
。

　　

実
は
今
、
仲
沙
織
さ
ん
の
発
表
（「『
新
可
笑
記
』
と
『
続
太
平
記
貍
首

編
』
―
巻
五
の
二
「
見
れ
ば
正
銘
に
あ
ら
ず
」
考
―
」
於
・
日
本
近
世
文

学
会
春
季
大
会
・
二
○
一
二
年
六
月
二
四
日
）
に
応
え
る
拙
稿
（「
あ
ら

す
じ
の
外
側
に
あ
る
物
語
―
『
新
可
笑
記
』
の
表
現
構
造
」『
青
山
語
文
』

43
号
・
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
・
二
○
一
三
年
三
月
下
旬
に
刊
行
予

定
）
を
執
筆
中
で
、
こ
こ
に
記
し
た
よ
う
な
内
容
の
論
を
加
え
た
上
で
完

成
原
稿
と
し
て
ご
覧
い
た
だ
く
つ
も
り
で
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
五
ヶ
月
近

く
間
が
空
い
て
し
ま
う
た
め
、
何
人
か
と
相
談
し
て
み
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
本
来
な
ら
『
日
本
文
学
』
誌
上
で
反
論
す
べ
き
で
す
が
、

同
じ
理
由
で
投
稿
も
断
念
し
、
何
よ
り
も
速
さ
を
重
視
し
て
、
バ
ー
チ
ャ

ル
な
「
口
頭
発
表
」
の
つ
も
り
で
当
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
す
。
笠
間
書
院
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ネ
ッ
ト
の
時
代
な
ら
で
は
の
、
新
し
い
試
み
で
す
が
、
も
し
こ
れ
を
契

機
に
西
鶴
や
浮
世
草
子
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
、
甲
論
乙
駁
の
さ
わ

や
か
な
格
闘
技
の
リ
ン
グ
が
築
か
れ
る
な
ら
、
わ
た
し
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
的
営
為
も
無
駄
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
で
も
忘
れ
て
い
る
ほ
ど
古
い
拙
稿
の
寄
せ
集
め
で
、
あ
く
ま
で
も

「
未
定
稿
」
で
す
が
、
ご
笑
覧
下
さ
り
、
ご
意
見
、
ご
感
想
を
お
寄
せ
い

た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。
完
成
原
稿
は
『
青
山
語
文
』（
43
号
）
に
掲
載

予
定
で
す
。

　

発
熱
す
る
胡
桃
―
木
越
俊
介
氏
の
挑
発
に
応
え
る
（
篠
原　
　

進
）

　

ピ
ー
ス
の
欠
け
た
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
。
読
者
は
そ
の
空
白
を
、
想
像

力
で
埋
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
に
読
み
込
ん
で
も
不
確
定
部
分

が
残
り
、
能
動
的
読
書
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
西
鶴
の
小
説
に
は
こ
ん
な
譬

え
が
相
応
し
い
。

　

読
解
力
が
欠
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る

が
、
西
鶴
の
場
合
は
意
図
的
に
ピ
ー
ス
を
一
、二
枚
抜
い
た
の
で
は
な
い

か
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
事
例
が
散
見
す
る
の
だ
。そ
う
し
た
方
法
を
、

わ
た
し
は
比
喩
的
に
〈
ぬ
け
〉
と
呼
ん
で
き
た
。
予
め
抜
い
て
あ
る
か
ら
、

〈
ぬ
け
〉。
一
見
単
純
に
思
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。「
ぬ
け
」
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は
ま
た
、
俳
諧
用
語
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

　

木
越
俊
介
氏
は
言
う
、「
隠
微
な
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
手
続

き
と
し
て
繊
細
な
論
証
過
程
を
踏
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
で
使
用
さ
れ
る
用
語
に
あ
い
ま
い
さ
や
誤
解
が
混
入
し
て
し
ま
っ
て
は

元
も
子
も
な
い
」
と
。
ま
た
言
う
「
学
術
論
文
に
お
い
て
は
、空
白
を
も
っ

て
提
示
さ
れ
た
謎
や
暗
示
全
て
を
、
一
緒
く
た
に
「
ぬ
け
」
と
す
る
の
で

は
な
く
、
使
用
す
る
必
然
性
が
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
俳
諧
的
な
表
現
や

内
輪
の
人
脈
を
重
ね
る
と
理
解
で
き
る
手
法
な
ど
）
に
限
り
、
用
い
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」 

と
1

▼
注

。

　

な
る
ほ
ど
、
正
論
だ
。
少
な
く
と
も
、
一
般
論
と
し
て
は
正
し
い
。
た

だ
「
あ
る
語
を
句
表
に
出
さ
ず
に
暗
示
す
る
省
略
語
法
」（
塩
村
耕

▼

▼
注

）
と

い
っ
た
大
ま
か
な
概
念
規
定
は
不
可
欠
と
し
て
も
、
方
法
と
し
て
の
「
ぬ

け
」を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

牧
藍
子
氏
の
整
理

3

▼
注

で
「
ク
リ
ア
に
な
っ
た
」（
木
越
氏
）
と
い
う
、
俳

諧
の「
ぬ
け
」。だ
が
、一
連
の
労
作
が
は
し
な
く
も
暴
き
出
し
た
の
は
、「
ぬ

け
」
は
多
様
で
貞
門
、
談
林
、
元
禄
疎
句
の
心
付
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異

が
存
す
る
点
は
も
と
よ
り
、『
近
来
俳
諧
風
躰
抄
』
な
ど
を
見
る
限
り
で

は
談
林
き
っ
て
の
論
客
で
あ
る
岡
西
惟
中
に
あ
っ
て
も
混
乱
が
あ
り
、
厳

密
に
定
義
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

百
歩
譲
っ
て
惟
中
の
考
え
を
抽
出
で
き
た
と
し
て
も
、
談
林
と
い
う
グ

ル
ー
プ
の
性
格
を
考
え
る
な
ら
そ
れ
が
共
通
認
識
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い

し
、
西
鶴
と
同
じ
で
あ
る
保
証
も
当
然
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
使
用
法
に
個

人
差
の
あ
る
「
寓
言
」
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。

　

付
け
筋
が
ぼ
か
さ
れ
謎
が
次
第
に
高
度
化
し
て
い
く
、「
ぬ
け
」（「
抜
脱
」

と
も
）。
西
鶴
は
言
う
、「
抜
脱
こ
こ
ろ
行
の
付
か
た
と
て
其
座
に
一
人
も

聞
え
ず
。
我
計
う
な
づ
き
て
一
句
々
々
に
講
釈
、
大
笑
ひ
よ
り
外
な
し
」

（『
大
矢
数
』
跋
）
と
。
彼
に
と
っ
て
の
「
ぬ
け
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は

よ
り
高
度
で
、
人
を
驚
か
す
謎
を
提
示
す
る
装
置
だ
っ
た
の
だ
。

　

西
鶴
は
そ
う
し
た
謎
解
き
の
楽
し
み
を
小
説
に
持
ち
込
み
、「
し
る
人

は
し
る
ぞ
か
し
」（『
好
色
一
代
男
』
巻
一
の
一
）、「
近
年
の
色
人
（
の
逸

話
を
）
残
ら
ず
。
是
に
加
筆
せ
し
。
さ
れ
ど
替
名
に
し
て
。
あ
ら
は
に
は

し
る
し
が
た
し
。
此
道
に
た
よ
る
人
は
合
点
な
る
へ
し
。
其
里
其
女
郎
に
。

気
を
つ
け
て
見
給
ふ
べ
し
。
時
代
前
後
も
あ
る
べ
し
」（『
好
色
二
代
男
』

巻
一
の
一
）
と
思
わ
せ
ぶ
り
に
読
者
を
挑
発
し
た
。

　

灰
屋
紹
益
ら
多
く
の
モ
デ
ル
を
、「
今
業
平
」「
俗
源
氏
」
世
之
介
と
い
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う
一
人
の
主
人
公
に
形
象
化
し
た
『
一
代
男

4

▼
注

』 

。
そ
う
し
た
操
作
を
施
す

こ
と
な
く
、
世
伝
の
背
後
に
三
井
秋
風
ら
多
く
の
「
色
人
」
た
ち
を
揺
曳

さ
せ
た
『
二
代
男

▼

▼
注

』 
。
木
越
氏
が
槍
玉
に
あ
げ
た
の
は
専
ら
タ
イ
ト
ル
に

〈
ぬ
け
〉
と
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
拙
稿
で
述
べ
た
ご
と
く
、〈
ぬ

け
〉
は
「
政
治
的
な
文
脈
で
の
「
あ
ぶ
な
い
情
報
」
を
感
知
さ
せ
る
方
法
」

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
自
由
に
も
と
づ
く
俳
諧
」（『
大
矢
数
』
跋
）
を
掲
げ
、「
そ
し
ら
ば
誹そ

し

れ
わ
ん
ざ
く
れ
」（『
生
玉
万
句
』
序
）
と
う
そ
ぶ
い
た
西
鶴
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
「
天
下
に
さ
は
り
申
し
候
句
」（
下
里
勘
州
宛
西
鶴
書
簡
）
を

気
に
す
る
繊
細
な
側
面
も
あ
っ
た6

▼
注

。
京
坂
は
江
戸
ほ
ど
出
版
に
対
す
る
規

制
が
厳
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
っ
た
と
し
て
も▼

▼
注

、
西
鶴
自
身

は
必
ず
し
も
そ
う
受
け
止
め
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。〈
ぬ
け
〉
は
ま
た
、

そ
う
し
た
制
約
を
克
服
し
、
多
少
大
げ
さ
に
言
え
ば
表
現
の
自
由
を
獲
得

す
る
た
め
に
も
好
都
合
で
不
可
欠
な
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
在
な
読
み
を
許
容
し
な
が
ら
も
、
こ
と
「
政
治
的
な
文

脈
」
に
限
っ
て
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
ふ
し
ぎ
な
傾
向
が
近
世
文
学
研
究
者

の
一
部
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

西
鶴
研
究
の
必
読
文
献
に
、
中
村
幸
彦
「「
天
下
の
町
人
」
考▼

▼
注

」
が
あ

る
。「
町
人
の
実
力
誇
示
の
巧
み
な
表
現
」
と
し
て
、「
左
翼
的
な
研
究
者

が
、
階
級
意
識
の
昂
揚
と
見
た
」▼

▼
注

「
天
下
の
町
人
」
と
い
う
用
語
が
、
実

は
将
軍
直
轄
地
に
住
む
町
人
の
誇
り
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証

し
た
記
念
碑
的
論
文
。
こ
れ
以
後
、
近
世
文
学
研
究
の
基
本
姿
勢
は
定
ま

り
、
江
戸
時
代
人
の
考
え
方
や
感
性
に
沿
っ
て
考
証
す
る
実
証
研
究
が
主

流
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

江
戸
人
の
視
線
で
見
る
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
、
異
論
は
な
い
。
た

だ
、
ど
ん
な
に
江
戸
人
を
気
取
っ
た
と
こ
ろ
で
完
全
に
成
り
切
れ
る
も
の

で
は
な
い
し
、
江
戸
期
と
い
え
ど
も
個
人
差
が
あ
る
は
ず
の
も
の
を
特
定

の
資
料
を
過
大
視
し
て
、
あ
た
か
も
同
時
代
の
共
通
認
識
で
あ
る
か
の
よ

う
に
一
括
し
て
し
ま
う
の
も
乱
暴
で
あ
ろ
う
。
政
治
、
社
会
意
識
の
希
薄

な
者
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
者
も
い
る
。
そ
れ
は
、
い
つ
の
時
代
も
同

じ
な
の
で
あ
る
。

　

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
中
村
氏
が
斥
け
た
の
は
あ
く
ま
で
も
「
天
下

の
町
人
」
と
い
う
用
語
に
過
剰
な
階
級
意
識
を
読
む
こ
と
な
の
で
あ
り
、

衣
装
法
度
、（
町
人
を
倒
産
に
追
い
込
む
）
大
名
貸
、
鶴
字
法
度
と
い
っ

た
広
い
意
味
で
の
政
治
的
事
項
ま
で
を
も
西
鶴
が
甘
受
し
て
い
た
と
は
一

言
も
述
べ
て
は
い
な
い
の
だ
。
決
め
つ
け
や
思
い
込
み
は
、
逆
に
贔
屓
の

引
き
倒
し
に
な
る
。
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な
る
ほ
ど
、
西
鶴
は
「
衣
装
の
御
法
度
な
く
ば
、
何
か
唐
織
上
に
着
物

も
有
ま
じ
」（『
二
代
男
』
巻
八
の
三
）、「
衣
装
の
御
法
度
か
た
く
守
り
て
、

随
分
目
立
ぬ
仕
出
し
」（『
男
色
大
鑑
』
巻
八
の
四
）
と
書
き
、「
此
時
節

の
衣
装
法
度
、
諸
国
、
諸
人
の
身
の
た
め
、
今
思
い
あ
た
り
て
有
が
た
く

お
ぼ
え
ぬ
」（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ

う
し
た
記
述
を
根
拠
に
、
西
鶴
は
禁
令
に
従
順
で
体
制
に
甘
ん
じ
て
い
た

と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

と
い
う
の
は
、「
衣
装
法
度
桜
に
嘆
く
生
ま
れ
時
」（
短
冊
）と
詠
み
、「（
其

時
は
）唐
織
、鹿
の
子
の
法
度
も
な
く
」（『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』巻
一
の
六
）、

「（
衣
装
は
）
人
の
目
だ
つ
程
な
れ
ど
も
、
其
頃
い
ま
だ
世
に
衣
装
法
度
も

な
き
時
ぞ
か
し
」（『
椀
久
一
世
の
物
語
』
巻
一
の
一
）
と
記
し
て
、
自
由

な
装
い
が
可
能
だ
っ
た
往
時
を
懐
か
し
む
一
方
で
、「
衣
装
は
法
度
は
表

向
は
守
り
。
内
証
は
鹿
子
類
さ
ま
さ
ま
調
へ
」（『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
一

の
三
）
と
い
っ
た
し
た
た
か
な
現
実
的
対
応
と
脱
法
行
為
を
書
き
記
し
て

い
る
か
ら
だ
。
大
名
貸

▼注

▼
注

や
鶴
字
法
度

▼▼

▼
注

に
つ
い
て
は
、
今
さ
ら
言
わ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
「
政
治
」
に
触
れ
る
こ
と
は
、
当
世
の
風

俗
や
社
会
を
積
極
的
に
詠
み
込
ん
で
き
た
西
鶴
俳
諧
の
当
然
す
ぎ
る
帰
結

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
あ
る
作
品
の
一
話
に
少
し
で
も
言
及
し
て
い
る
先
行
研
究
を
完
璧
に

把
握
す
る
の
に
は
か
な
り
の
困
難
が
生
ず
る
」、「
ト
ー
タ
ル
な
レ
ベ
ル
で

の
見
解
を
持
つ
に
は
到
底
至
ら
な
い
」、「
作
品
の
読
み
と
は
あ
ま
り
関
係

が
な
く
、
表
面
的
な
趣
向
に
と
ど
ま
る
」、「
西
鶴
の
読
解
の
壁
は
高
く
」、

「
西
鶴
研
究
の
胸
を
借
り
る
つ
も
り
で
」
と
い
っ
た
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を

並
べ
、分
厚
い
予
防
線
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
上
で
、木
越
氏
は
三
つ
の
「
試

案
」
を
提
示
す
る
。

　

一
は
、
男
た
ち
の
接
触
を
嫌
い
息
女
と
偽
装
夫
婦
を
演
じ
た
老
臣
が
、

自
分
の
妄
念
や
良
き
縁
談
へ
の
障
害
を
断
ち
切
る
た
め
に
左
の
腕
を
斬
っ

た
話
（『
武
家
義
理
物
語
』
巻
六
の
二
「
表
向
き
は
夫
婦
の
中
垣
」）。
木

越
氏
は
言
う
「
芥
川
の
段
を
明
示
的
に
「
や
つ
す
」
こ
と
で
、
鬼
の
種
明

か
し
と
い
う
謎
解
き
を
誘
導
し
、
最
後
の
腕
を
斬
る
と
い
う
場
面
で
瞬
間

的
に
、
男
が
渡
辺
綱
・
鬼
に
「
見
立
て
」
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
応
え

た
こ
と
が
西
鶴
の
趣
向
」
と
。
文
意
が
通
り
に
く
い
が
、
本
文
中
に
明
記

さ
れ
た
「
鬼
一
口
」
の
縁
で
、
渡
辺
綱
伝
説
が
導
か
れ
、
そ
の
連
想
が
腕

切
り
の
場
面
に
投
影
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

な
る
ほ
ど
、
書
か
れ
て
い
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
そ
う
読
み
解
く
こ
と
で
、
谷
崎

潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
緊
迫
し
た
「
義
理
」
の
世
界
が
相
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対
化
さ
れ
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
で
も
、
な
ぜ
「
左
」
の

腕
な
の
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
謡
曲
『
羅
生
門
』
は
左
右
を
明
記
せ
ず
、

御
伽
草
子
『
羅
生
門
』
は
「
右
」
と
し
て
い
る
。

　

二
も
鬼
の
絡
む
『
懐
硯
』（
巻
一
の
一
「
二
王
門
の
綱
」）。
本
書
と
『
西

鶴
諸
国
は
な
し
』（
巻
一
の
四
「
傘
の
御
託
宣
」）
と
が
「
お
ろ
か
村
」
型

笑
話
（
森
山
重
雄

▼注

▼
注

）
と
い
う
点
で
通
底
す
る
と
い
う
の
は
定
説
で
あ
る
が
、

『
懐
硯
』
で
は
「
描
か
れ
る
人
々
を
笑
い
な
が
ら
も
、
天
変
地
異
に
お
い

て
は
読
者
自
身
も
似
た
こ
と
を
し
か
ね
な
い
と
い
う
点
で
、
前
者
（
引
用

者
注
・「
傘
の
御
託
宣
」）
に
は
な
い
苦
み
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
も
文
意
が
曖
昧
で
あ
る
が
、「
非
日
常
的
状
況
で
は
」
と
理
解
す

れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
そ
う
し
た
設
定
で
人
々
の
反
応
を

う
か
が
う
と
い
う
の
は
『
懐
硯
』
の
特
質
で
、
一
心
同
体
だ
っ
た
奥
様
の

急
死
と
い
う
「
非
日
常
」
に
直
面
し
た
乳
母
が
い
つ
も
は
明
晰
な
判
断
力

を
狂
わ
せ
下
総
を
代
表
す
る
名
家
を
荒
屋
敷
化
す
る
一
話（
巻
三
の
一「
誰

か
は
住
し
荒
屋
敷
」）
な
ど
、
そ
の
典
型
で
も
あ
る▼注

▼
注

。

　

し
か
し
、
頂
妙
寺
の
二
王
の
そ
れ
を
鬼
の
腕

か
い
なと
誤
解
し
て
の
ド
タ
バ
タ

劇
が
暴
き
出
し
た
の
は
、
は
た
し
て
人
々
の
愚
か
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。
な

る
ほ
ど
本
文
に
は
、「
今
も
お
ろ
か
な
る
は
世
の
人
そ
か
し
」
と
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
止
め
て
良
い
の
か
。
た
し
か
に
、「
命

を
と
ら
る
れ
は
と
て
世
に
の
そ
み
な
し
」
と
「
末
代
の
か
た
り
句
」
に
腕
か
い
な

を
見
よ
う
と
ひ
し
め
く
老
人
や
「
前
後
か
ま
わ
ぬ
無
分
別
」
の
若
者
な
ど
、

騒
ぎ
に
翻
弄
さ
れ
る
愚
か
者
が
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、「
身

体
よ
ろ
し
き
人
は
し
ん
し
や
く
し
て
是
を
見
」
な
か
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
付

加
し
た
こ
と
の
意
味
も
読
み
解
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か▼注

▼
注

。

　

身
分
や
状
況
に
よ
っ
て
見
る
も
の
や
見
え
る
も
の
が
違
い
、
同
じ
も
の

で
も
見
る
角
度
に
よ
っ
て
違
っ
て
見
え
る
と
い
う
寓
喩
。「
ル
ビ
ン
の
壺

（
盃
）」。
ロ
ー
カ
ル
な
譬
え
で
言
え
ば
、
見
る
者
の
立
ち
位
置
で
一
本
か

ら
四
本
ま
で
姿
を
変
じ
た
「
お
ば
け
煙
突
」。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』（
巻

二
の
六
「
男
地
蔵
」）
に
伏
在
し
た
テ
ー
マ
を
、
西
鶴
は
こ
こ
に
顕
在
化

さ
せ
た
。
そ
れ
は
『
新
可
笑
記
』
に
も
引
き
継
が
れ
、
綸
旨
を
猿
に
奪
わ

れ
る
と
い
う
失
態
を
犯
し
た
同
僚
に
同
情
す
る
下
級
武
士
と
、
自
分
の
責

任
問
題
に
累
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
て
保
身
に
走
り
、
世
間
体
ば
か
り
気
に

す
る
上
級
武
士
を
「
大
身
は
世
の
き
ゝ
を
は
ゞ
か
り
、
小
身
は
ぞ
ん
し
な

が
ら
さ
し
づ
な
り
が
た
し
」（
巻
一
の
三
「
木
末
に
驚
く
猿
の
執
心
」）
と

書
き
分
け
た
の
だ▼注

▼
注

。

　
「
表
徴
は
裂
け
目
」（
Ｒ
・
バ
ル
ト
『
表
徴
の
帝
国
』）
と
さ
れ
る
が
、

非
日
常
と
い
う
裂
け
目
か
ら
垣
間
見
え
る
の
は
、
ど
ん
な
に
口
止
め
し
て
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も
す
ぐ
に
噂
が
広
が
る
物
見
高
い
当
世
と
、
多
様
で
可
変
的
な
人
の
心
な

の
で
あ
る
。

　
「
後
家
に
成
ぞ
こ
な
ひ
」（『
懐
硯
』
巻
二
の
二
）
も
仮
死
と
い
っ
た
「
非

日
常
」
が
普
段
は
隠
れ
て
見
え
な
い
人
間
の
本
性
を
、
は
し
な
く
も
暴
き

出
す
設
定
で
あ
る
が
、
木
越
氏
は
こ
れ
が
将
棋
仕
立
て
で
作
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。

　

な
る
ほ
ど
、
将
棋
用
語
を
援
用
し
た
タ
イ
ト
ル
な
ど
仮
説
を
補
強
す
る

事
例
も
あ
る
し
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
駒
が
「
位
牌
」
に
見
え
な
い
こ
と

も
な
い
。
だ
が
、
腹
に
一
物
あ
る
女
房
や
弟
た
ち
を
「
裏
返
っ
た
」
と
す

る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
成
金
」
と
い
う
言
葉
の
ご
と
く
、
将
棋
の

場
合
そ
の
用
語
は
専
ら
上
昇
的
変
異
を
意
味
す
る
の
だ
。

　

夫
（
甚
九
郎
）
が
死
ん
だ
と
思
い
込
み
、
髪
を
切
る
一
方
で
自
分
の
長

持
に
掛
硯
な
ど
の
横
領
物
を
秘
匿
し
て
い
た
妻
。
一
見
そ
れ
は
裏
切
り
と

思
え
る
が
、「
老
母
に
不
孝
」
と
い
と
も
簡
単
に
女
房
を
離
縁
す
る
マ
ザ

コ
ン
男
（
同
・
巻
四
の
二
「
憂
目
を
見
す
る
竹
の
世
の
中▼注

▼
注

」）
が
存
在
す

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
彼
女
な
り
に
時
間
を
か
け
た
自
衛
策
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
舞
台
と
な
っ
た
府
中
（
今
、
福
井
県
武
生
市
） 

は
福
井
藩

の
支
配
下
に
あ
り
、『
懐
硯
』〔
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
三
月
序
〕
刊
行

時
は
未
曽
有
の
国
難
に
直
面
し
て
い
た
。

　

す
な
わ
ち
、
前
年
（
貞
享
三
年
） 

閏
三
月
、
病
弱
を
理
由
に
福
井
藩
主

松
平
綱
昌
の
領
地
四
七
万
五
二
八
二
石
が
徳
川
綱
吉
の
命
令
で
没
収
さ

れ
、
養
父
昌
親
が
二
五
万
石
に
半
減
さ
れ
て
再
封
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が

勃
発
（『
福
井
県
史
』）。
そ
れ
に
伴
い
、
府
中
領
も
四
万
石
か
ら
二
万
石

に
減
少
し
た
の
だ
。

　

い
わ
ゆ
る
「
貞
享
の
大
法
」。
当
時
の
府
中
領
主
は
本
多
長
員
（
一
八

歳
）
で
あ
っ
た
が
、
人
員
整
理
や
「
切
米
減
少
の
法
」
な
ど
で
家
臣
た
ち

は
困
窮
し
た
と
い
う（『
武
生
市
史
』）。本
話
は
ま
た
、混
乱
の
渦
中
に
あ
っ

た
土
地
な
ら
で
は
の
、
ド
タ
バ
タ
劇
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

　

二
○
一
二
年
の
一
月
と
五
月
、
西
鶴
関
係
の
テ
レ
ビ
番
組
が
二
つ
ほ
ど

放
映
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
を
手
が
け
た
責
任
者
と
街
で
再
会
し
、
制

作
の
裏
話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
。
彼
が
力
説
し
て
い
た
の
は
、「
西
鶴
」

の
企
画
に
対
す
る
局
内
の
鈍
い
反
応
だ
っ
た
。
三
谷
幸
喜
、
小
林
恭
二
と

い
っ
た
人
物
で
す
ら
、
そ
れ
ま
で
『
世
間
胸
算
用
』
を
読
ん
で
い
な
か
っ

た
と
い
う
惨
状
か
ら
充
分
に
予
測
で
き
た
状
況
と
は
い
え
、
シ
ョ
ッ
ク
を
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禁
じ
え
な
か
っ
た
。

　

も
は
や
、
西
鶴
神
話
が
通
用
す
る
時
代
で
は
な
い
の
だ
。
そ
う
し
た
危

機
を
い
ち
早
く
感
知
し
た
谷
脇
理
史
先
生
は
「
西
鶴
を
楽
し
む
」
シ
リ
ー

ズ
（
清
文
堂
出
版
・
二
○
○
三
年
〜
）
な
ど
で
、
新
た
な
布
教
活
動

0

0

0

0

を
開

始
し
た
が
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
中
断
の
止
む
な
き
に
到
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
考
え
る
な
ら
、
今
わ
た
し
た
ち
が
「
束
に
な
っ
て
か

か
る
」
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
、
谷
脇
先
生
の
遺
志
を
継
ぎ
西
鶴
作
品
の
迫
力
を

多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
発
信
す
る
一
方
で
、
高
校
、
大
学
、
カ
ル
チ
ャ
ー
講

座
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
舞
台
で
胡テ

キ
ス
ト桃
の
仮
果
を
剝
ぎ
、
硬
い

殻
の
奥
に
内
蔵
さ
れ
た
発
熱
装
置
が
も
た
ら
す
熱
を
愚
直
に
届
け
続
け
る

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

教
室
と
い
う
最
前
線
の
「
戦
場
」
に
集
う
受
講
生
に
と
っ
て
、
そ
の
伝0

道
師

0

0

が「
西
鶴
専
家
」（
こ
れ
こ
そ
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
）

で
あ
ろ
う
が
専
門
外0

だ
ろ
う
が
関
係
な
い
の
で
あ
る
。
過
剰
な
専
門
意
識

ほ
ど
、
無
益
な
も
の
は
な
い
。
西
鶴
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
み
て
も
、
例

外
な
く
良
き
師
、
先
達
が
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
西
鶴
専
家
」
に

限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
木
越
氏
が
あ
そ
こ
ま
で
措
辞
を
並
べ
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
も
ど
か
し
さ
や
、
西
鶴
研
究
の
現
状
に
対
す
る
不
満
も
理
解
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
厳
密
な
学
問
的
手
続
き
に
習
熟
し
た
人
ほ
ど
、「
テ

キ
ス
ト
の
空
白
」
に
直
面
し
当
惑
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
空
所
を
他
の

形
の
ピ
ー
ス
が
入
ら
な
い
ほ
ど
ま
で
狭
め
て
い
く
努
力
は
不
可
欠
だ
。
た

だ
完
璧
に
埋
め
た
つ
も
り
で
も
、
そ
の
先
に
は
「
ル
ビ
ン
の
壺
」
と
い
う

踏
み
絵
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
方
で
は
西
鶴
研
究
の
分
厚
さ
ゆ
え
、「
先
行
研
究
を
完
璧
に

把
握
す
る
の
に
は
か
な
り
の
困
難
」
と
い
う
状
況
に
あ
る
こ
と
も
間
違
い

な
い
（
今
、『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
一
〜
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
を
改
定
、
増
補
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
入
り
の
新
刊
本
が
企
図
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
完
璧
に
把
握
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
）。

　

先
行
研
究
を
見
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
。
そ
れ
は

常
に
あ
る
し
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
は
尊
重
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
し
か

し
、
単
に
典
拠
を
指
摘
し
た
の
み
の
レ
ポ
ー
ト
で
な
い
限
り
は
、
先
行
研

究
の
出
現
で
総
て
が
無
価
値
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

と
い
う
の
は
、
西
沢
一
風
の
ご
と
く
プ
レ
テ
ク
ス
ト
を
明
か
し
て
（
た

と
え
ば『
御
前
義
経
記
』目
録
や『
風
流
今
平
家
』挿
絵
部
分
の
吹
出
）、〈
や
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つ
し
〉
ぶ
り
を
誇
示
す
る
例
は
別
と
し
て
も
、
何
を
も
と
に
書
い
た
か
と

い
う
広
い
意
味
で
の
「
情
報
源
」
は
あ
く
ま
で
当
人
の
手
の
内
に
あ
っ
て

そ
れ
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
か
ら
、
論
証
が
不
可
欠

な
の
だ
。
説
得
力
を
強
め
る
た
め
に
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
傍
証
と
、
展

開
さ
れ
る
ロ
ジ
ッ
ク
。
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
は
失
っ
て
も
、
テ
キ
ス
ト
と
真

摯
に
向
き
合
い
呻
吟
し
続
け
た
軌
跡
と
成
果
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
の
で
あ
る
。

　

今
、
必
要
な
の
は
良
い
意
味
で
の
開
き
直
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大

事
な
の
は
、「
厳
密
な
定
義
」「
学
術
論
文
」
な
ど
と
身
構
え
ず
、
受
講
生

を
驚
か
せ
、
沈
黙
さ
せ
、
立
ち
す
く
ま
せ
る
力
を
持
つ
「
胡
桃
」
を
探
し

続
け
、
そ
れ
を
今
回
の
ご
と
く
果
敢
に
ぶ
つ
け
て
行
く
こ
と
な
の
だ
。
発

熱
す
る
「
胡
桃
」
は
、
ま
だ
い
く
ら
で
も
あ
る
。

　

木
越
氏
が
、
鬼
の
腕
と
見
た
「
西
鶴
の
読
解
の
壁
」。
だ
が
、
腕
の
正

体
は
二
王
の
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
た
し
の
仮
説
の
よ
う
に
軽
い
、
隙
だ
ら

け
の
は
り
ぼ
て

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
思
い
は
ど
こ
ま
で
伝
わ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
教
室
の
熱
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
す
れ
ば
、
フ
ル
・
ス
ロ
ッ
ト
ル

で
走
り
抜
け
、
何
度
で
も
付
き
抜
け
る
こ
と
が
可
能
な
蜃
気
楼
の
よ
う
な

壁
な
の
で
あ
る
。

▼
注
1　

木
越
俊
介
「
西
鶴
に
束
に
な
っ
て
か
か
る
に
は
」『
日
本
文
学
』
Ｖ
Ｏ
Ｌ

61
・
二
〇
一
二
年
一
○
月
。

▼
注
▼　

 

塩
村
耕
『
古
典
文
学
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』『
国
文
学
』
一
九
九
二
年
一
二

月
増
刊
号

▼
注
3　

木
越
氏
が
挙
げ
た
論
文
は
、
牧
藍
子
「
連
句
に
お
け
る
「
ぬ
け
」
―
談

林
俳
諧
を
中
心
に
―
」『
国
語
国
文
』
二
○
一
○
年
五
月
で
あ
っ
た
が
、
他
に
も
牧

氏
に
は
「
発
句
の
「
ぬ
け
」『
国
語
と
国
文
学
』
二
○
○
九
年
八
月
が
あ
る
。

▼
注
4　

拙
稿
「
瞿
麦
の
記
号
学
」『
江
戸
文
学
』
▼3
号
・
ぺ
り
か
ん
社
・
二
○
○

一
年
六
月
。

▼
注
▼　

拙
稿
「〈
色
人
〉
の
『
好
色
二
代
男
』」
長
谷
川
強
編
『
近
世
文
学
俯
瞰
』

汲
古
書
院
・
一
九
九
七
年
。

▼
注
6　

拙
稿
「〈
天
下
に
さ
は
り
申
し
候
句
〉
考
」『
西
鶴
文
学
の
魅
力
』
勉
誠
社
・

一
九
九
七
年
。

▼
注
▼　

山
本
秀
樹
『
江
戸
時
代
三
都
出
版
法
大
概
―
文
学
史
・
出
版
史
の
た
め

に
―
』
岡
山
大
学
文
学
部
研
究
叢
書
▼▼
・
二
〇
一
〇
年
。

▼
注
▼　

中
村
幸
彦
「「
天
下
の
町
人
」
考
」『
西
鶴
研
究
』
一
号
・
一
九
四
二
年
七
月
。

▼
注
▼　

浅
野
晃
『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
・
西
鶴
』
三
省
堂
・
一
九
六
四
年
。

▼
注
10　

拙
稿
「
西
鶴
の
無
意
識
〈
矢
数
俳
諧
〉
前
夜
」『
青
山
語
文
』
4▼
号
・
二

○
一
二
年
三
月
。

▼
注
11　

拙
稿
「
二
つ
の
笑
い
―
『
新
可
笑
記
』」
と
寓
言
」『
国
語
と
国
文
学
』
二

○
○
八
年
六
月
。

▼
注
1▼　

森
山
重
雄
『
封
建
庶
民
文
学
の
研
究
』
三
一
書
房
・
一
九
六
○
年
。

▼
注
13　

拙
稿
「
引
用
の
修
辞
学
―
切
り
裂
き
魔
・
西
鶴
―
」『
新
視
点
に
よ
る
西

鶴
へ
の
誘
い
』
清
文
堂
出
版
・
二
○
一
一
年
。
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▼
注
14　

拙
稿
「
午
後
の
『
懐
硯
』」『
武
蔵
野
文
学
』
43
号
・
武
蔵
野
書
院
・

一
九
九
五
年
一
二
月
。

▼
注
1▼　

拙
稿
・
注
11
と
同
。

▼
注
16　

拙
稿
・
注
13
と
同
。

　
　
　
　
　
　
　

 


