
出
版
取
締
り
と
西
鶴
の
方
向
転
換

代
女
』

の
危
険
度
I

い
う
問
頌
は
、
こ

て
論
じ
ら
れ
て
来

も

指

摘

せ

ら

れ

て

は

い

そ

の

中

で

、

る

も

の

は

わ

ず

か

で

あ
り
、
し
か
も
、
取
締
り
の
対
象
と
な
っ
た
作
品
が
簡
単
に
沼
介
さ
れ
る
の
み

と
い
っ
た
段
階
を
出
て
は
い
な
い

し
か
し
、

て
い
る
状
況
下
で
、
仮
に
取
締
り

っ
た
と
し
て
も
、
作
者
の
側
の
い
わ

ゆ
る
自
己
規
制
や
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る

の
か
ど
う
か
。
確
か
に
、
十
七
世
紀
の
場
合
、
た
か
だ
か
慰
み
草
に
過
ぎ
な
い

作
品
に
、
司
直
の
目
は
さ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
言
論
の
自
由
が
高
ら
か
に
叫
ば
れ
て
い
る
時
代
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
被
治
者
と
し
て
取
締
ら
れ
る
側
に
あ
る
作
者
や
出
版
書
蝉
が
、
取
締

り
に
無
関
心
で
居
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
も
、
容
易
に
想
像
し
う
る
と
こ
ろ

で

あ

る

。

や

は

り

、

の

み

を

問

題

に

す

る

の

で

は

な

て
い

闊
や
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
も
含
め
て
、

み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

私
は
か
つ
て
、
「
出
版
取
締
り
令
と
文

（
叢
書
江
戸
文
庫
『
八
文
字
屋
集
』
月
報
、

1
9
8
8
年
4
月
）
な
る
小
文
の

中
で
、
従
来
広
く
知
ら
れ
て
い
た
寛
文
十
三
年
五
月
の
江
戸
で
の
出
版
取
締
り

令
よ
り
も
十
六
年
前
の
明
暦
三
年
二
月
に
、
当
時
の
出
版
の
中
心
地
京
都
で
出

さ
れ
た
出
版
取
締
令
が
あ
っ
た
と
い
う
今
田
洋
三
氏
の
指
摘
（
『
江
戸
の
禁
書
』

、
、
、

1
9
8
1
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
の
重
要
性
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
こ
と
が

あ
る
。そ

の
町
触
は
、
「
和
本
之
軍
書
類
、
若
板
行
仕
事
有
＞
之
バ
、
出
所
以
下
書

附
、
奉
行
書
へ
指
上
、
可
＞
請
二
下
知
二
畢
」
（
『
上
下
京
町
々
古
書
明
細
記
』
所

収
）
と
あ
る
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
今
田
氏
は
、
そ
の
資
料
の
紹
介
を

行
う
の
み
で
、
そ
れ
が
当
時
の
文
芸
に
与
え
た
影
響
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
当
時
の
文
芸
、
と
り
わ
け
仮
名
草
子
（
や
や
広
範
囲
に
考
え
れ
ば
軍
書

類
も
含
む
）
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
、
そ
の
町
触
の
内
容
と
明
暦
三
年
ニ

月

と

い

う

発

令

の

時

点

は

、

と

い

＜ ヽ

谷

脇

理

- 1 



う
の
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
時
点
よ
り
十
六
年
も
前
に
、
「
和
本
之
軍
書
類
」

と
い
う
限
定
が
あ
る
と
は
云
え
、
奉
行
所
の
差
図
を
受
け
る
必
要
が
生
ま
机
て

い
た
こ
と
は
、
買
永
期
の
仮
名
草
子
と
万
治
・
買
文
期
以
後
の
仮
名
草
子
の
間

に
大
き
な
相
迩
が
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
者
に
と
っ
て
は
剌
激
的
な
大
発
見
て

あ
り
、
そ
の
相
異
が
生
ま
れ
る
英
囚
の
―
つ
を
、
少
な
く
と
も
こ
の
事
実
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
息
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

右
の
小
文
で
は
、
明
暦
三
年
の
附
触
の
存
在
を
意
識
し
た
故
に
生
ま
礼
て
い

る
と
息
わ
れ
る
若
干
の
事
例
を
略
記
し
た
悛
、

附
暦
三
年
以
後
の
仮
名
草
子
を
見
る
協
合
、
少
く
と
も
そ
九
が
「
軍
書

類
」
や
呪
実
の
事
件
や
政
治
を
扱
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
何
ら

か
の
形
で
禁
令
と
の
対
応
を
意
識
し
て
書
か
礼
て
い
る
部
分
を
見
出
す
こ

と
で
妍
た
な
読
み
を
生
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
禁
令

自
体
が
万
治
・
買
文
期
以
後
の
仮
名
草
子
の
あ
り
方
を
全
体
と
し
て
見
直

し
て
行
く
契
機
と
も
な
ろ
う
。
：
．．．． 

と
も
あ
礼
出
版
取
締
り
令
が
十
数
年

遡
り
う
る
と
い
う
事
実
は
、
今
後
の
十
七
枇
紹
文
芸
の
研
究
に
雪
大
な
意

味
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
の
て
あ
る
。

と
間
題
の
提
示
を
行
っ
た
。
そ
し
て
私
は
今
、
若
干
の
作
品
に
つ
い
て
右
の
祝

点
を
生
か
し
た
論
を
ま
と
め
つ
つ
あ
る
。
が
、
実
は
、
右
の
よ
う
な
祝
点
が
説

得
力
を
持
っ
た
め
に
は
、
詞
考
を
要
す
る
前
提
と
な
る
間
姐
が
―
つ
あ
る
よ
う

な
の
で
あ
る
。

そ
汎
は
、
仮
名
古
一
子
の
鱈
伐
を
紐
ぐ
天
一
ロ
ー
元
筏
閏
の
喜
置
草
子
の
時
代

に
、
と
り
わ
け
四
鶴
に
お
い
て
、
-
'
て
の
よ
う
な
自
主
規
制
や
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ

が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
閂
屈
で
あ
る
。
が
、
悛
述
の
よ
う
に
現
在
で

は
、
出
版
取
締
り
を
意
識
し
て
書
い
て
い
る
西
鶴
と
い
う
把
握
は
な
い
。
と
す

れ
は
、
時
代
の
下
る
西
鶴
に
お
い
て
す
ら
な
い
出
版
取
締
り
と
の
関
連
が
、
そ

れ
よ
り
二
、
三
十
年
前
か
ら
あ
り
う
る
か
、
仮
名
草
子
に
つ
い
て
云
う
の
は
考

え
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
、
前
述
の
問
題
自
体
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
西
鶴
へ
の
把
掴
が
前
提
と
な
っ

て
い
た
た
め
に
、
今
田
氏
の
指
摘
が
、
こ
れ
ま
で
八
、
九
年
間
も
の
間
、
近
枇

文
芸
を
考
え
る
側
か
ら
問
屈
に
さ
れ
ず
、
前
出
の
拙
文
も
ま
た
十
分
な
説
得
力

を
持
て
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

が
、
呆
し
て
西
鶴
は
、
出
版
取
締
り
令
な
ど
と
か
か
わ
り
な
く
、
自
由
に
書

い
て
い
た
の
か
ど
う
か
。
今
紙
数
に
制
約
の
あ
る
本
稿
で
西
鶴
作
品
全
体
に
わ

た
っ
て
触
れ
て
い
る
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
貞
享
三
年
後
半
以
後
の
西
鶴

の
方
向
転
換
の
問
題
を
中
心
に
考
え
て
行
く
こ
と
と
し
た
い
。

貞
享
三
年
二
月
刊
の
『
好
色
五
人
女
』
、
同
年
六
月
刊
の
『
好
色
―
代
女
』

と
、
そ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
好
色
物
を
中
心
に
書
い
て
来
た
西
鶴
は
、
突
然
の
よ

う
に
そ
れ
ま
で
の
素
材
を
転
換
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
枇
界
に
素
材
を
求
め
て
作

品
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
『
本
朝
二
十
不
孝
』
（
貞
享
三
年
十
一
月
）
『
男
色
大

包
』
（
同
四
年
正
月
）
、
『
恢
硯
』
（
同
四
年
三
月
）
、
『
武
道
伝
来
記
』
（
同
四
年

四
月
）
、
『
日
本
永
代
蔵
』
（
同
五
年
正
月
）
『
武
家
義
迎
物
語
』
（
同
五
年
二
月
）

と
い
う
の
が
、
貞
享
三
年
後
半
期
か
ら
五
年
初
め
に
か
け
て
執
筆
出
刊
さ
れ
た

主
な
作
品
で
あ
る
が
、
一
見
明
ら
か
な
よ
う
に
、
酉
鶴
は
こ
の
時
期
、
い
わ
ゆ

る
好
色
物
と
は
趣
を
異
に
す
る
作
品
を
続
々
と
精
力
的
に
書
き
続
け
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
『
一
代
男
』
以
後
す
で
に
四
五
年
、
大
阪
の
唯
一
の

流
行
作
家
と
も
い
う
べ
き
西
鶴
が
、
お
そ
ら
く
は
書
葬
か
ら
の
注
文
に
蹟
極
的

に
応
え
て
書
き
，
ま
く
っ
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
が
、
当
然
、
こ
こ
で
―
つ
の

疑
問
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
蝉
が
西
鶴
に
期
待
し
た
も
の
は
お
そ
ら
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く
、
す
で
に
大
好
評
を
博
し
て
い
る
好
色
物
的
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
西
鶴
は
何
故
そ
れ
を
書
か
ず
素
材
を
全
く
転
じ
て
し
ま
う
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
―
つ
の
答
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
貞
享
三
年

に
好
色
本
の
禁
令
が
出
さ
れ
た
と
称
す
る
説
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
説

の
生
ま
れ
た
経
緯
、
そ
れ
に
対
す
る
賛
否
の
両
論
、
そ
の
禁
令
の
存
在
が
立
証

で
き
ず
憶
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
記
録
の
紛
失
・
ロ
上
に
よ
る
伝
達
の
可
能
性

を
説
く
滝
田
貞
治
氏
説
の
不
可
な
る
こ
と
、
西
鶴
の
好
色
物
は
秘
画
に
よ
る
当

時
の
好
色
本
と
類
を
異
に
す
る
こ
と
等
を
詳
細
に
論
じ
た
暉
峻
康
隆
氏
「
貞
享

三
年
好
色
本
禁
令
説
に
つ
い
て
」
（
西
鶴
研
究
•
第
一
冊
）
に
よ
っ
て
否
定
さ

れ
、
野
間
光
辰
氏
『
西
鶴
年
譜
考
證
』
も
そ
れ
を
支
持
し
た
。
か
く
て
、
貞
享

三
年
の
好
色
本
禁
令
説
に
よ
っ
て
同
期
の
西
鶴
の
方
向
転
換
を
考
え
る
見
方
は

雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
後
は
、
も
っ
ぱ
ら
西
鶴

、
、
、

の
主
体
的
な
方
向
転
換
の
様
相
を
さ
ぐ
る
見
方
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

確
か
に
、
貞
享
三
年
に
好
色
本
の
禁
令
が
発
令
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ

ず
、
『
徳
川
禁
令
考
』
に
の
る
寛
文
十
三
年
の
町
触
（
文
政
六
年
に
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
）
に
「
好
色
本
之
類
」
の
一
項
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
誤
り
な
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
し
て
記
録
の
紛
失
や
口
上
に
よ
る
伝
達
の
可
能
性
と
い

っ
た
憶
測
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
当
時
の
資
料
が
な
い
以
上
、
全
く
憶
測
の
域

に
と
ど
ま
り
説
得
力
を
持
て
る
は
ず
も
な
い
。
貞
享
三
年
に
好
色
本
の
禁
令
は

発
令
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
、
私
も
ま
た
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
出
版
取
締
り
令
が
、
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
前
述
の
簡
略
な
明
暦
三
年
二
月
の
禁
令
の
後
、
寛
文
十
三
年
五
月
の
禁
令

が
あ
り
、
さ
ら
に
貞
享
元
年
四
月
に
は
、
一
層
の
増
補
が
加
え
ら
れ
、
以
下
の

ご
と
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
立
論
の
都
合
上
、

『
徳
川
禁
令
考
』
よ
り
全
文
を
引
用
す
る
。

―
町
中
板
木
屋
共
、
御
公
儀
之
儀
ハ
不
及
申
、
珍
敷
事
致
板
行
候
ハ
、
‘

両
御
番
所
江
申
上
、
御
差
図
次
第
二
可
仕
旨
、
此
以
前
も
御
触
有
之
、
板

木
屋
共
証
文
致
置
侯
所
、
此
度
服
忌
令
之
御
触
、
御
指
図
を
も
不
請
致
開

板
、
其
上
加
筆
仕
候
段
、
重
々
不
届
二
付
、
御
穿
竪
之
上
、
開
板
之
当
人

牢
舎
被
仰
付
候
間
、
向
後
右
之
旨
弥
相
心
得
、
御
公
儀
之
儀
ハ
不
及
申
、

諸
人
可
致
迷
惑
儀
、
其
外
可
相
障
儀
、
開
板
一
切
無
用
二
可
仕
候
、
う
た

か
わ
し
く
存
候
儀
ハ
、
両
御
番
所
江
窺
、
御
差
図
を
受
板
行
可
仕
侯
、
若

隠
候
而
致
開
板
候
ハ
ヽ
、
御
穿
整
之
上
、
急
度
曲
事
二
可
被
仰
付
候
間
、

板
木
屋
共
井
町
中
之
者
此
旨
堅
く
可
相
守
者
也
、

右
は
、
「
服
忌
令
開
板
致
し
候
者
之
儀
二
付
町
触
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
貞
享
元
年
十
一
月
に
は
、

―
町
中
二
而
む
さ
と
仕
た
る
小
歌
は
や
り
候
事
、
勿
論
当
座
之
替
り
た

る
事
致
板
行
、
売
候
も
の
有
之
候
、
家
主
致
吟
味
、
何
方
二
而
も
左
様
の

も
の
一
切
板
行
仕
間
敷
候
、
尤
辻
橋
二
而
売
候
も
の
在
之
候
ハ
ヽ
、
其
町

二
而
相
改
、
捕
候
而
番
所
江
可
申
来
候
、
穿
竪
之
上
、
売
候
も
の
は
不
及

申
、
致
板
行
候
者
ま
て
、
急
度
可
申
付
候
、
近
日
改
二
廻
し
候
間
、
其
旨

可
相
心
得
も
の
也
、

と
い
っ
た
町
触
も
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
御
公
儀
」
の
こ
と

に
触
れ
る
の
は
も
と
よ
り
、
「
諸
人
」
が
「
迷
惑
」
し
「
相
障
」
る
こ
と
を
書

い
て
出
版
す
る
こ
と
は
一
切
不
可
で
あ
り
、
「
う
た
が
わ
し
い
」
場
合
は
奉
行

所
の
差
図
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
隠
し
て
出
版
を
行
え
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
り
、
「
当
座
之
替
り
た
る
事
」
の
出
版
も
ま
た
不
可
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
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も
っ
と
も
、
右
の
う
ち
「
御
公
儀
」
は
明
確
で
あ
っ
て
も
「
諸
人
」
の
範
囲

は
不
分
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
公
家
・
武
家
階
層
を
中
心
と
す
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
一
流
町
人
な
ど
の
場
合
も
、
「
迷
惑
」
し
「
相
障
」
る
時
、
訴
え
出
れ

ば
そ
の
中
に
合
ま
れ
よ
う
。
ま
た
、
「
当
座
之
替
り
た
る
事
」
に
は
、
公
家
・
武

家
に
か
か
わ
る
も
の
は
も
と
よ
り
、
市
井
の
事
件
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
右
の
町
触
は
、
板
木
屋
（
書
騨
）
を
主
対
象
と
し

て
、
物
議
を
か
も
す
可
能
性
の
あ
る
も
の
の
す
べ
て
の
出
版
を
封
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
出
版
物
の
作
者
も
ま
た
、

お
の
ず
か
ら
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

確
か
に
、
貞
享
三
年
に
は
好
色
本
の
禁
令
が
出
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
出
版
取
締
り
令
が
存
し
て
い
る
以
上
、
作
者
は
そ
れ
を

意
識
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
書
き
方
の
上
で
何
ら
か
の
規
制
を
受
け
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
の
場
合
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

『
好
色
―
代
男
』
が
自
費
出
版
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
気
楽

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
公
界
者

（注
2
)

で
あ
る
遊
里
関
係
者
や
芝
居
関
係
者
以
外
、
実
名
を
出
す
こ
と
な
く
、
『
諸
艶

大
鑑
』
で
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
一
読
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
『
椀
久

一
世
の
物
語
』
や
『
好
色
五
人
女
』
で
は
、
椀
久
を
始
め
モ
デ
ル
と
し
た
人
物

の
実
名
を
出
し
て
は
い
る
。
が
、
す
で
に
芝
居
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

人
物
で
も
あ
り
、
規
制
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ

れ
ら
が
「
珍
敷
事
」
「
当
座
之
替
り
た
る
事
」
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、

す
で
に
破
産
し
て
乞
食
を
し
て
い
た
椀
久
な
ど
は
、
「
諸
人
」
の
中
に
は
入
ら

な
か
っ
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
『
五
人
女
』
で
「
当
座
之
」
と
称
し
う
る
、

出
版
時
の
前
年
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
た
巻
二
の
場
合
も
、
大
阪
天
満
の
場
末
の

樽
屋
の
女
房
の
姦
通
事
件
で
あ
り
、
「
諸
人
」
の
中
に
は
入
ら
な
か
っ
た
と
見

、、

て
よ
い
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
実
名
を
出
し
て
も
安
全
と
い
う
判

断
が
、
作
者
に
も
書
葬
に
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
い
わ
ゆ
る
転
合
書
で
あ
り
慰
み
草
で
あ
る
以
上
の
よ
う
な
諸
作

、
、
、
、

で
、
西
鶴
は
、
も
し
出
版
取
締
り
令
が
拡
大
解
釈
さ
れ
れ
ば
危
い
こ
と
を
一
応

書
き
、
ま
た
取
締
り
を
少
し
は
配
慮
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
出
版
取
締
り
に
対

し
て
、
さ
程
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
。
と
同
時
に
そ
れ
は
、
出

版
の
後
進
地
で
あ
る
大
阪
の
、
ほ
と
ん
ど
馳
け
出
し
の
書
陣
と
も
い
う
べ
き
西

（注
3
)

鶴
本
の
版
本
た
ち
も
、
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
の
町
人
た
ち
の
世

界
を
取
り
あ
げ
て
い
る
か
ぎ
り
、
あ
る
い
は
、
公
界
者
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て

い
る
か
ぎ
り
、
司
直
の
目
が
厳
し
く
な
る
は
ず
も
な
く
、
注
で
記
し
た
ご
と

く
、
大
名
の
名
や
一
流
町
人
の
名
を
出
す
こ
と
を
は
ば
か
る
程
度
の
自
主
規
制

で
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
貞
享
二
年
正
月
の
浄
瑠
璃
『
暦
』
の
場
合
は
、
や
や
趣
を
異
に
す

る
。
こ
れ
は
、
前
年
の
貞
享
改
暦
ま
で
の
史
実
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
史
実
を
か
す
め
つ
つ
も
あ
え
て
持
統
朝
に
時
代
を
設
定
し
て
仕
組
ん

で
い
る
作
品
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
期
の
浄
瑠
璃
に
当
世
を
時
代
設
定

と
す
る
も
の
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
当
り
前
と
い
え
ば
当
り
前
で
あ
る
が
、
公

儀
に
か
か
わ
る
当
世
の
事
件
を
当
歯
の
こ
と
と
し
て
取
り
上
げ
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
と
い
う
状
況
が
厳
と
し
て
存
す
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
に
、
カ
ム

（注
4
)

フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
志
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
椀
久
な
ど
を
取
り
上

げ
る
場
合
と
は
、
次
元
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
五
人
女
』
ま
で
の
作
品
に
つ
い
て
、
簡
略
に
問
題
に
し
て
み
た
が
、

出
版
取
締
り
を
意
識
し
て
は
い
て
も
、
『
暦
』
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
の
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巻
一
の
三
「
国
主
の
艶
妾
」
は
、

松
の
風
江
戸
を
な
ら
さ
ず
、
東
国
づ
め
の
年
、
あ
る
大
名
の
御
前
死
去
の

後
、
家
中
は
若
殿
な
き
事
を
か
な
し
み
、
色
よ
き
女
の
筋
目
た
ゞ
し
き
を

四
十
余
人
、
お
っ
ぽ
ね
の
オ
覚
に
て
、
御
機
嫌
程
見
合
せ
、
御
寝
間
ち
か

く
、
恋
を
仕
掛
け
奉
り
し
に
…
…

と
始
る
。
こ
こ
で
は
、
「
あ
る
大
名
」
と
云
う
の
み
で
名
を
出
す
こ
と
は
し
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
害
き
方
は
、
逆
に
読
者
の
想
像
を
か
き
た
て
る
か
も
し
れ

な
い
。
と
い
う
の
は
、
嗣
子
が
な
い
た
め
に
御
家
断
絶
等
の
問
題
が
生
じ
る
大

名
・
旗
本
の
例
に
は
事
欠
か
ず
、
天
和
三
年
に
唯
一
の
若
罠
徳
松
を
失
い
、
若

君
誕
生
を
待
望
し
て
い
る
の
が
貞
享
三
年
時
の
将
軍
綱
吉
で
あ
る
こ
と
は
、
当

時
の
読
者
の
十
分
に
知
る
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
こ
に
は
、
「
あ
る

大
名
」
の
奥
向
き
の
こ
と
が
あ
ら
わ
に
書
か
れ
、
続
い
て
、
進
め
ら
れ
た
「
四

十
余
人
」
の
女
を
大
名
が
気
に
入
ら
な
い
た
め
に
、
「
家
ひ
さ
し
き
奥
横
目
」

が
京
へ
妾
を
募
集
に
行
く
こ
と
と
な
る
。

四

関
係
も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
さ
程
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
西

鶴
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
諸
人
」
の
範
囲
が
藍
応
鰐
罠
さ
れ
な

け
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
「
迷
惑
」
致
し
「
相
障
」
る
と
い
っ
た
理
由
を
つ
け
て
取

、、

締
ら
れ
る
不
安
を
書
陣
が
感
ず
る
必
要
の
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
云

う
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
以
上
の
作
品
に
続
く
『
好
色
一
代
女
』
の
場
合
は
ど

}
}
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
少
な
く
と
も
喜
が
不
安
を
感
ず
る
程
度
の
知
齊

な
こ
と
が
、
自
主
規
制
を
加
え
て
は
い
て
も
、
少
な
か
ら
ず
書
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
以
下
、
『
一
代
女
』
の
危
険
度
に
つ
い
て
、
若
干
の
例
を
あ
げ

つ
つ
、
考
え
て
み
た
い
。

奥
横
目
は
、
「
室
町
の
御
服
所
笹
屋
の
何
が
し
」
に
仲
介
を
頼
み
、
望
み
の

女
の
絵
図
「
女
絵
」
を
示
し
て
、
「
竹
屋
町
の
花
屋
角
左
衛
門
」
な
る
人
置
に

命
じ
、
美
女
百
七
十
余
人
を
集
め
さ
せ
る
が
、
一
人
も
気
に
入
る
も
の
は
な

い
。
そ
こ
で
、
一
代
女
の
噂
を
聞
い
て
呼
び
よ
せ
て
見
て
み
る
と
、
女
絵
以
上

だ
っ
た
の
で
、
た
だ
ち
に
一
代
女
を
か
か
え
て
江
戸
に
下
る
。

一
代
女
は
、
「
浅
草
の
お
下
屋
し
き
に
入
り
て
昼
夜
た
の
し
み
」
、
「
塀
町
の

芝
居
を
呼
び
寄
せ
笑
ひ
明
か
し
」
と
い
っ
た
生
活
の
中
で
殿
の
寵
愛
を
う
け
る

が
、
殿
は
次
第
に
や
せ
衰
え
る
。
こ
れ
は
「
都
の
女
の
す
き
な
る
ゆ
へ
ぞ
と
、

息
ひ
の
外
に
う
た
が
は
れ
て
」
、
一
代
女
は
、
家
老
の
心
得
で
暇
を
出
さ
れ
る
。

か
く
て
、
「
世
間
を
見
る
に
、
か
な
ら
ず
生
れ
つ
き
て
男
の
よ
は
蔵
は
、
女
の

身
に
し
て
は
か
な
し
き
物
ぞ
か
し
」
と
結
ば
れ
る
の
が
本
章
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
一
見
し
た
所
、
た
わ
い
の
な
い
艶
笑
コ
ン
ト
風
の
作
品
で
あ
り
、

随
所
に
笑
い
が
振
り
ま
か
れ
て
も
い
る
。
が
、
読
者
を
笑
わ
せ
な
が
ら
も
こ
こ

鱈
）
、
大
名
の
奥
む
き
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
、
そ
の
妾
狂
い
が
誇
張
さ
れ
て
描
か

れ
、
浅
草
の
下
屋
敷
に
役
者
を
呼
ぶ
（
当
時
こ
れ
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
）
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
る
。
ま
た
、
町
人
と
は
云
え
大
名
御
出
入
り
の
一

流
町
人
笹
屋
が
、
妾
の
募
集
に
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
も
、
さ
り
げ
な
く
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
あ
る
大
名
」
が
誰
で
あ
る
か
は

分
か
ら
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
、
当
時
の
大
名
の
妾
狂
い
に

対
す
る
強
烈
な
諷
刺
が
あ
る
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
「
あ
る
大
名
」
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
が
た
だ
ち
に
「
御
公
儀
」
（
綱

吉
）
や
「
諸
人
」
の
「
迷
惑
」
と
な
り
「
相
障
」
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
笑
い
を
振
り
ま
き
な
が
ら
の
語
り
口
が
‘
―
つ
の
カ

ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て
、
真
剣
に
受
け
と
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
と
も
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
そ
こ
に
強
烈
な
諷
刺
の
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姿
勢
と
大
名
の
奥
向
き
の
暴
露
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
ら
、
そ
し
て
、

「
あ
る
大
名
」
な
る
が
故
に
一
層
諷
刺
の
対
象
が
拡
大
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た

と
し
た
ら
、
こ
の
一
章
は
、
大
変
に
危
険
な
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

、l'I
0
 

し
カこ

の
よ
う
な
大
名
や
武
家
の
奥
向
き
を
あ
ら
わ
に
取
り
あ
げ
て
い
る
例
は
、

わ
ざ
ほ
ひ
の

『
一
代
女
』
の
他
の
章
に
も
見
う
け
ら
れ
る
。
巻
三
の
二
「
妖
華
寛
濶
女
」
は
、

一
代
女
が
「
さ
る
御
か
た
に
表
使
ひ
の
女
役
を
勤
め
」
た
時
の
話
だ
が
、
「
浅
草

の
御
下
屋
形
」
で
奥
方
の
た
め
に
「
悟
気
講
」
を
行
う
と
い
う
趣
向
を
設
け
、

大
名
の
奥
向
き
の
女
た
ち
の
凄
じ
い
嫉
妬
、
そ
れ
に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
殿
様
な

ほ
ね

ど
の
様
子
を
暴
露
す
る
。
ま
た
、
巻
三
の
四
「
金
紙
ヒ
髯
結
」
は
、
旗
本
か
と

思
わ
れ
る
「
去
る
御
方
」
で
の
話
だ
が
、
一
代
女
が
奥
方
の
「
筋
な
き
り
ん
き
」

に
愛
想
を
つ
か
し
、
奥
方
の
髪
が
薄
い
こ
と
を
殿
様
に
知
ら
せ
て
厭
か
せ
、
殿

様
を
自
分
の
も
の
に
す
る
。
こ
れ
又
、
奥
向
き
の
暴
露
を
そ
の
一
面
と
す
る
も

の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
巻
四
の
三
「
屋
敷
琢
渋
皮
」
の
ご
と

く
、
茶
の
間
女
と
し
て
さ
る
「
屋
敷
」
に
仕
え
た
一
代
女
が
、
「
宿
下
り
」
の
折

ご
と
に
男
狂
い
を
す
る
様
子
を
滑
稽
に
具
体
化
し
て
行
く
よ
う
な
一
章
も
存
す

る
。
要
す
る
に
、
本
来
秘
せ
ら
る
べ
き
武
家
の
奥
向
き
を
、
種
々
の
側
面
か
ら

暴
露
し
て
行
く
作
品
が
次
々
と
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
実
名
は
出

さ
れ
ず
、
「
さ
る
御
方
」
と
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
時
に
は
諷
刺
の
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
、
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
。

危
い
と
称
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
前
述
の
ご
と
く
、
出
版
取
締
り
令
の
「
諸
人
」
が
武
家
階
層
を
中
心

と
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
が
、
公
家
・
僧
侶
な
ど
名
誉
を
重
ん
ず

る
階
層
も
当
然
そ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。
『
一
代
女
』
で
は
、
公
家
の
世
界
は
、

「
公
家
が
た
の
御
暮
し
は
、
歌
の
さ
ま
・
鞠
も
色
に
ち
か
く
、
枕
隙
な
き
そ
の

事
の
み
」
と
諷
さ
れ
（
一
の
一
）
、
僧
の
堕
落
ぶ
り
は
巻
二
の
三
「
世
間
寺
大
黒
」

が
そ
の
実
状
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
具
体
的
に
ど
の
公
家
・
ど
の
寺
と
書
か
な
い

と
し
て
も
、
そ
し
て
笑
い
を
振
り
ま
い
て
は
い
て
も
、
強
烈
な
諷
刺
の
姿
勢
は

十
二
分
に
感
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
又
、
物
議
を
か
も
す
可
能
性
も
な
し

と
し
な
い
方
面
で
あ
る
。

一
方
、
町
人
の
場
合
は
、
問
題
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
前
述
の
呉
服
所
笹
屋
某
に
し
て
も
、
江
戸
の
本
両
替
仲
間
の
一

人
と
推
定
さ
れ
る
坂
倉
某
（
一
の
四
）
に
し
て
も
、
一
流
町
人
な
ど
の
場
合
、

そ
の
実
名
を
あ
げ
て
不
名
誉
な
こ
と
、
問
題
に
な
り
そ
う
な
こ
と
を
書
け
ば
、

そ
れ
が
出
版
さ
れ
た
段
階
で
物
議
を
か
も
す
こ
と
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

『
一
代
女
』
で
、
笹
屋
や
坂
倉
の
場
合
は
、
わ
ず
か
に
触
れ
ら
れ
る
だ
け
だ
か

ら
さ
し
て
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
巻
四
の
二
「
墨
絵
浮

気
袖
」
の
呉
服
所
越
後
屋
の
一
番
番
頭
の
場
合
な
ど
は
、
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。一

代
女
は
、
武
家
犀
敷
の
御
物
師
役
も
欲
求
不
満
か
ら
や
め
て
、
自
ら
仕
立

て
物
屋
を
開
く
が
、
訪
ね
て
く
る
の
は
女
ば
か
り
。
面
白
く
な
い
一
代
女
は
、

「
我
れ
勤
め
し
時
、
屋
形
へ
お
出
入
り
申
さ
れ
し
、
越
後
屋
と
い
へ
る
呉
服
所

に
尋
ね
」
よ
っ
て
、
「
棚
商
ひ
に
掛
け
は
か
た
く
せ
ぬ
」
(
『
-
代
女
』
出
刊
時

「
現
銀
掛
値
な
し
」
で
大
成
功
を
収
め
た
ば
か
り
の
越
後
屋
の
噂
は
上
方
で
も

大
評
判
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
）
越
後
屋
か
ら
、
色
仕
掛
け
で
「
両
加
賀
半

疋
、
紅
の
片
袖
、
竜
門
の
お
び
一
筋
」
を
掛
買
い
し
て
い
く
。
借
金
取
り
立
て

日
の
九
月
八
日
、
手
代
た
ち
が
一
代
女
の
所
へ
行
く
こ
と
を
争
う
が
、
「
年
が

ま
へ
な
る
男
、
恋
も
情
け
も
わ
き
ま
へ
ず
、
夢
に
も
十
露
盤
、
現
に
も
掛
硯
を

わ
す
れ
ず
、
京
の
旦
那
の
為
に
白
鼠
と
い
は
れ
て
、
大
黒
柱
に
寄
り
添
う
」
一

番
番
頭
が
、
手
代
た
ち
で
は
不
安
と
、
自
ら
出
か
け
て
行
く
。
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「
あ
ら
け
な
く
」
借
金
を
催
促
す
る
番
頭
に
対
し
て
、
一
代
女
は
、
一
枚
づ

つ
着
物
を
抜
い
で
二
布
だ
け
に
な
り
、
金
の
替
り
に
こ
の
着
物
を
と
っ
て
く
れ

と
い
う
。
そ
の
姿
を
見
て
「
随
分
物
が
た
き
男
、
じ
た
／
＼
と
ふ
る
ひ
出
し
、

そ
も
や
そ
も
是
が
と
っ
て
か
へ
ら
る
A

物
か
」
と
着
物
を
着
せ
よ
う
と
す
る
。

一
代
女
は
、
作
戦
通
り
と
男
に
も
た
れ
か
か
れ
ば
、
番
頭
も
そ
の
気
に
な
っ

て
、
後
は
「
媒
も
な
き
恋
を
取
り
む
す
び
て
、
其
後
は
、
欲
徳
外
に
な
り
て
取

乱
し
、
若
げ
の
至
り
と
も
申
さ
れ
ず
、
江
戸
棚
さ
ん
た
＼
に
し
ほ
う
け
て
京
へ

の
ぽ
さ
れ
け
る
」
始
末
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
一
番
番
頭
の
名
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
和
三
年
駿
河

町
に
移
る
前
の
本
町
時
代
の
越
後
屋
の
こ
と
と
も
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
れ

は
、
呉
服
所
で
あ
る
と
同
時
に
江
戸
一
番
の
大
店
鋪
を
か
ま
え
て
成
功
を
収
め

た
大
商
人
の
一
番
番
頭
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
の
で
あ
る
。
町
人
の
世
界
で
あ
る

と
は
云
え
、
本
人
の
名
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
云
え
、
「
諸
人
可
致
迷
惑
儀
、

其
外
可
相
障
儀
、
開
板
一
切
無
用
ー
一
可
仕
侯
」
に
ひ
っ
か
か
ら
な
い
方
が
不
思

議
な
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
西
鶴
は
、
物
議
を
か
も
し
そ
う
な
か
な
り
危
険

な
こ
と
を
平
気
で
書
い
て
い
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
町
人
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
こ
こ
ま
で
具
体
的
に
書
い
て
は
、
た
と
へ
笑
い
に
よ
っ
て
カ
ム
フ
ラ

ー
ジ
ュ
し
て
い
て
も
、
危
い
と
称
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
見
て
来
た
ご
と
<
『
-
代
女
』
は
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
行
な
っ
て
い

る
と
は
云
え
、
十
分
に
取
締
り
の
対
象
と
な
り
そ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

（注
6
)

ま
た
、
す
で
に
暉
峻
氏
が
指
摘
す
る
巻
二
の
二
冒
頭
部
の
よ
う
な
相
当
に
手
き

び
し
い
政
治
批
評
も
書
か
れ
て
い
る
。
『
一
代
女
』
は
、
一
代
女
の
色
サ
ン
ゲ

と
い
っ
た
形
を
と
り
な
が
ら
、
実
は
、
当
世
の
あ
り
よ
う
を
痛
裂
に
諷
す
る
姿

勢
を
保
持
す
る
一
面
を
持
っ
た
、
思
い
の
外
に
危
険
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
は
い
て
も
、
『
一
代
女
』
が
取
締

五

り
の
対
象
と
な
っ
た
ら
し
い
気
配
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
西
鶴
が
そ
の
後
作
品
を

書
き
進
め
る
上
で
何
ら
か
の
打
撃
を
受
け
た
気
配
も
な
い
。
西
鶴
は
前
述
の
ご

と
く
、
素
材
を
転
換
し
て
続
々
と
作
品
を
書
き
続
け
て
行
く
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
当
に
何
も
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
確
か
に
公
に
は
な
か
っ
た

、

、

、

、

、

と
云
う
以
外
に
な
い
。
が
、
何
か
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
状
況
証

拠
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
後
の
作

品
の
書
き
方
か
ら
う
か
が
い
う
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
以
下
、
紙
幅
の
関
係

も
あ
り
、
個
条
的
に
状
況
証
拠
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

り
西
鶴
が
一
時
素
材
を
転
じ
た
後
、
元
禄
元
年
以
後
若
干
の
好
色
物
的
作
品

を
書
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
だ
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
大
名
や
武
家
の
奥
向
き
を

暴
露
す
る
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
い
な
い
し
、
実
名
入
り
で
不
名
誉
な
こ
と
を

書
い
た
り
は
し
な
い
。
（
も
ち
ろ
ん
遊
里
関
係
者
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
）
。

後
に
も
記
す
が
、
西
鶴
は
、
以
後
、
武
家
の
世
界
を
と
り
あ
げ
る
時
、
す
こ
ぶ

る
慎
重
な
態
度
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
、
『
好
色
一
代
女
』
で

例
示
し
た
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
書
き
方
は
し
な
く
な
る
。
（
少
く
と
も
武
家

、
、
、

物
で
は
当
世
の
武
家
の
奥
向
き
を
可
笑
し
く
書
く
と
い
う
書
き
方
は
し
な
い
）
。

回
『
一
代
女
』
出
刊
の
時
点
で
、
す
で
に
西
村
本
の
追
随
作
『
好
色
三
代
男
』

な
ど
も
出
刊
さ
れ
る
状
況
と
な
り
、
西
鶴
が
当
時
好
色
本
の
第
一
人
者
と
見
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
貞
享
四
年
五
月
刊
の
『
好
色
破

邪
顕
正
』
に
よ
る
好
色
本
批
判
、
同
五
年
正
月
刊
の
『
二
休
咄
』
の
「
好
色
屋

の
西
鶴
」
と
い
う
悪
口
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
好
色
本
へ
の
批
判
が
西
鶴
に
向

け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
す
で
に
貞
享
三
年
後
半
の
時
点
で
生
じ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
何
時
の
時
代
で
も
目
立
つ
も
の
が
注
目
さ
れ
、
批
判
•
取
締
り
の
対 - 7 -



象
と
な
る
も
の
だ
が
、
西
鶴
は
、
他
の
作
者
に
く
ら
べ
て
も
は
や
目
立
ち
す
ぎ

、、

て
い
る
。
西
鶴
は
、
自
ら
の
好
色
本
が
危
い
可
能
性
を
こ
の
時
点
で
敏
感
に
察

知
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
直
接
取
締
り
の
対
象
と
な
る
書
陣
(
『
-
代

男
』
は
跛
文
に
よ
っ
て
西
鶴
作
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
無

署
名
で
も
あ
る
）
の
方
が
、
よ
り
敏
感
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
時
的
に

で
も
素
材
を
転
ず
る
必
要
が
生
ま
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で

き
そ
う
で
あ
る
。

い
『
本
朝
二
十
不
孝
』
の
西
鶴
は
、
あ
く
ま
で
孝
道
奨
励
の
形
を
崩
し
て
い

（注
7
)

な
い
。
そ
れ
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
見
る
か
否
か
は
説
の
分
か
れ
る
所
だ
が
、

私
は
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
ス
ト
レ
ー
ト
な
当

世
の
御
政
道
へ
の
諷
刺
や
批
判
は
危
険
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は

「
御
公
儀
」
に
従
う
必
要
あ
り
と
す
る
自
覚
が
、
こ
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
生

ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⇔
『
男
色
大
鑑
』
前
半
四
巻
は
、
多
く
武
家
の
世
界
を
と
り
あ
げ
る
が
、
当

世
の
こ
と
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
や
、
寛

永
期
の
こ
と
と
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
巻
三
の
四
「
薬
は
き
か
ぬ
房
枕
」

が
、
写
本
『
藻
屑
物
語
』
を
流
用
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
、
将
軍
の
寛
永
寺
御
成
り
を
暗
示
す
る
等
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「
公
儀
」

に
か
か
わ
る
場
面
な
ど
が
削
り
と
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
右
の

二
点
は
と
も
に
、
公
儀
や
武
家
に
対
す
る
配
慮
が
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
西
鶴

は
、
『
一
代
女
』
以
前
に
く
ら
べ
、
出
版
取
締
り
対
し
一
段
と
神
経
質
に
な
っ

て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

固
『
武
道
伝
来
記
』
が
、
お
そ
ら
く
は
実
在
の
敵
討
を
咄
の
種
に
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
代
を
慶
長
以
前
の
こ
と
と
し
、
登
場
人
物
の
名
前
や
事

件
の
起
っ
た
場
所
を
変
え
、
原
話
を
分
割
し
た
り
組
合
せ
た
り
、
古
典
を
利
用

し
て
虚
構
化
し
た
り
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
武

道
伝
来
記
』
論
序
説
」
（
文
学

・
1
9
8
3
年
8
月
号
）
で
詳
論
し
た
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
「
虚
妄
の
説
」
を
作
り
上
る
こ
と
が
、
出
版
取
締

り
を
意
識
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
も
拙
論
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

西
鶴
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
行
い
、
当
世
の
武
士
の
あ

、、

り
よ
う
を
諷
し
、
当
世
の
武
家
の
論
理
や
心
情
を
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
も
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
武
道
伝
来
記
他
』

(
1
9
8
9

年
4
月
）
の
拙
注
に
略
記
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
伝
来
記
』
は
、
そ
の
す

べ
て
の
章
で
武
家
の
世
界
を
と
り
あ
げ
て
い
る
た
め
も
あ
り
、
種
々
の
慎
重
な

配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
武
家
の
奥
向
き
も
時
に
と
り
あ

げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
書
き
ぶ
り
は
、
『
一
代
女
』
の
よ
う
に
、
ス
ト
レ
ー
ト
に

諷
す
る
形
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
（
作
品
の
内
容
が
異
る
故
当
然
と
も
云
え
る

が
、
諷
す
る
姿
勢
に
は
共
通
性
が
あ
っ
て
も
、
書
き
方
が
違
う
の
で
あ
る
）
。

い
『
永
代
蔵
』
の
場
合
、
巻
一
の
三
の
ご
と
く
、
不
名
誉
な
こ
と
（
親
が
筒
落

米
ひ
ろ
い
、
本
人
も
両
替
の
量
目
を
ご
ま
か
す
等
）
を
記
す
場
合
、
そ
の
商
人

の
名
を
出
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
実
名
を
記
し
モ
デ
ル
が
明
ら
か
な
も
の
は
、

西
鶴
が
賞
讃
す
る
町
人
で
あ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
巻
四
の
一

の
ご
と
く
、
当
人
が
女
敵
討
に
あ
っ
た
と
い
う
不
名
誉
な
こ
と
が
伏
せ
ら
れ
て

い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
巻
四
の
四
の
ご
と
く
擬
人
名
を
用
い
た
か
と

思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
『
永
代
蔵
』
は
町
人
の
世
界
の
み
を
と
り
あ
げ
て
い

る
に
し
て
も
、
モ
デ
ル
の
扱
い
に
は
慎
重
さ
が
見
ら
れ
る
と
思
う
が
、
詳
細
は

別
稿
で
取
り
上
げ
る
予
定
。

田
西
鶴
が
、
鶴
字
法
度
に
よ
り
西
鵬
と
改
め
た
こ
と
は
周
知
だ
が
、
西
鵬
と

署
名
し
た
武
家
説
話
集
『
新
可
笑
記
』
で
は
、
鶴
の
字
を
本
文
中
に
一
字
も
用

い
ず
、
本
朝
桜
陰
比
事
一
の
二
で
は
、
鶴
の
孫
と
書
く
べ
き
所
を
「
鳥
の
孫
」
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以
上
、
個
条
的
に
略
記
す
る
形
で
貞
享
三
年
後
半
期
以
後
の
西
鶴
が
、
出
版

取
締
り
を
意
識
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
諸
点
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
ら
は
、
よ
り
詳
細
に
論
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
仮
に
右

、、

の
諸
点
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
、
『
一
代
女
』
刊
行
後
に
何
か

が
あ
っ
た
と
い
う
た
め
の
直
接
的
な
論
拠
と
は
い
え
ず
、
い
は
ば
状
況
証
拠
の

域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
『
一
代
女
』
ま
で
よ
り
も
、

は
る
か
に
強
く
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
行
っ
た
り
、
物
議
を
か
も
す
こ
と
を
避
け

よ
う
と
し
て
い
る
西
鶴
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
る
。
や
か
り
何
か
が
あ
っ
た
と
見

六

と
書
き
、
『
新
可
笑
記
』
と
同
じ
く
鶴
の
字
を
一
字
も
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ

に
は
、
法
令
に
対
し
敏
感
な
こ
の
時
期
の
西
鶴
の
姿
が
う
か
が
え
よ
う
。
と
同

時
に
、
『
新
可
笑
記
』
が
「
古
代
」
の
こ
と
と
い
う
時
代
設
定
で
全
体
を
通
し

て
い
る
こ
と
、
御
政
治
む
き
の
こ
と
で
あ
る
公
事
を
扱
う
『
桜
陰
比
事
』
が

「
む
か
し
都
の
町
に
」
と
し
、
板
倉
父
子
を
指
す
と
思
わ
れ
る
奉
行
の
名
を
一

切
出
さ
な
い
書
き
方
を
す
る
こ
と
な
ど
に
は
、
カ
ム
フ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
が
う
か

が
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
桜
陰
比
事
』
巻
二
の
一
の
京
の
町
中
で
の
こ
と

と
す
る
記
述
の
中
に
、
「
狐
猫
な
ど
を
討
留
申
候
事
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ

れ
が
「
犬
猫
」
と
書
く
こ
と
を
は
ば
か
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
犬
を
中
心
と
す
る
生
類
憐
み
の
令
を
意
識
し
て
、
物

議
を
か
も
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
武
家
説
話
や

公
事
を
と
り
あ
げ
る
こ
れ
ら
の
作
品
の
西
鶴
は
、
か
な
り
細
か
な
所
に
ま
で
配

慮
し
、
そ
れ
が
物
議
を
か
も
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ

る
。
こ
こ
に
出
版
取
締
り
を
意
識
す
る
西
鶴
の
姿
勢
を
感
得
す
る
こ
と
は
容
易

で
あ
ろ
う
。

て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

、、

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
何
か
は
、
奉
行
所
か
ら
の
直
接
の
指
示
と

い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
は
書
麒
な
ど
か
ら
の
注
意
の
換
起
と

い
っ
た
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
貞
享
三
、
四
年
の

（注
8
)

西
鶴
作
品
に
は
、
江
戸
の
版
元
が
相
版
元
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

（注
9
)

わ
け
だ
が
、
駆
け
出
し
の
大
阪
の
版
元
と
異
な
り
、
御
膝
元
の
江
戸
の
版
元

は
、
出
版
取
締
り
に
対
し
て
敏
感
で
あ
っ
た
と
も
推
定
し
う
る
。
彼
ら
に
は
、

江
戸
の
武
家
の
奥
向
き
を
あ
ら
わ
に
記
し
て
諷
す
る
『
一
代
女
』
の
危
険
度

が
、
よ
り
鋭
く
感
得
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
や
や
臆
測
に
過
ぎ
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
私
は
や
は
り
、
『
一
代
女
』
の
出
刊
後
、
お
そ
ら

く
は
書
陣
仲
間
を
通
じ
て
、
西
鶴
に
何
ら
か
の
注
意
の
換
起
が
あ
っ
た
の
で
は

、
、
、
、

な
い
か
、
そ
の
こ
と
が
前
述
の
よ
う
な
状
況
証
拠
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
、
あ
や
ふ
や
な
推
測
を
重
ね
る
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
、

西
鶴
が
『
二
十
不
孝
』
以
後
素
材
を
変
え
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
強
化
し
、
物

議
を
か
も
す
記
述
を
避
け
よ
う
と
す
る
要
因
の
一
っ
と
し
て
、
西
鶴
が
出
版
取

締
り
を
よ
り
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
西
鶴
の
方
向
転
換
は
、
好
色
本
禁
令
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で

、
、
、

は
な
い
が
、
必
ず
し
も
西
鶴
の
主
体
性
の
み
を
考
え
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
も

の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
論
述
が
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、

出
版
取
締
り
を
意
識
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
西
鶴
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
よ
り

詳
細
な
論
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
取
締
り
を
意
識
す

る
こ
と
が
、
逆
に
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
生
ん
で
い
る
か
、
そ
れ
が
作
品
に
何
を

も
た
ら
し
た
か
、
そ
の
効
果
は
、
等
々
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
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そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
私
は
、
一
見
自
在
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

見
ら
れ
る
西
鶴
の
作
品
が
出
版
取
締
り
の
下
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

つ
つ
、
そ
れ
を
改
め
て
読
み
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。

と
同
時
に
、
今
そ
れ
が
必
要
な
の
は
、
西
鶴
の
み
に
か
ぎ
ら
な
い
。
西
鶴
に

つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
『
二
十
不
孝
』
以
後
が
問
題
と
な
り
そ
う
だ
が
、
初
め

に
記
し
た
よ
う
に
、
明
暦
三
年
以
後
、
い
わ
ば
十
七
世
紀
後
半
の
作
品
に
つ
い

て
も
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち

、、

ろ
ん
、
取
締
ら
れ
た
事
実
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

取
締
り
を
意
識
し
て
書
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
、
作
者
の
書
き
方
に
影
響
を

与
え
、
そ
の
内
容
や
表
現
と
微
妙
に
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
ど
の
程
度
そ
れ
を
具
体
的
に
論
証
で
き
る
か
、
や
や
お
ぽ
つ
か
な
い

所
も
あ
る
が
、
私
自
身
の
今
後
の
課
題
の
一
っ
と
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

（注
1
)

宮
武
外
骨
『
筆
禍
史
』
、
中
村
喜
代
三
『
近
世
出
版
法
の
研
究
』
、
今
田
洋
三

『
江
戸
の
禁
書
』
等
参
照
。

(
2
)

一
般
に
遊
客
の
名
は
、
い
わ
ゆ
る
替
名
で
記
さ
れ
、
当
然
な
が
ら
実
名
は
避

け
て
い
る
。
ま
た
、
巻
五
の
一
で
は
、
吉
野
を
身
請
し
た
灰
屋
紹
益
の
こ
と

を
「
或
人
」
と
し
て
名
を
伏
せ
る
。
巻
六
の
六
で
は
「
山
の
手
の
さ
る
御
方
」

が
途
中
か
ら
世
之
介
に
変
わ
る
が
、
こ
れ
も
旗
本
ク
ラ
ス
の
武
士
を
示
唆
す
る

つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
巻
七
の
四
で
は
「
そ
の
敵
は
何
者
ぢ
ゃ
と
き
け

ば
、
小
判
は
木
に
な
る
物
や
ら
海
に
な
る
物
や
ら
し
ら
ぬ
人
な
り
」
と
い
う
害

き
方
で
伊
達
侯
を
示
唆
す
る
が
、
名
は
伏
せ
て
い
る
。
な
お
、
巻
七
の
二
で
は

「
藤
屋
の
市
兵
衛
」
を
実
名
で
記
す
が
、
こ
の
場
合
は
、
倹
約
家
と
し
て
知
ら

れ
る
藤
市
の
言
葉
を
引
用
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
最
上
流
の
町
人
紹
益
と
異

な
る
階
層
の
町
人
ゆ
え
に
気
を
つ
か
う
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

(
3
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
西
鶴
と
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
（
『
西
鶴
研
究

論
孜
』
所
収
）
参
照
。

(
4
)

当
世
の
事
件
を
意
図
的
に
は
る
か
昔
の
こ
と
と
し
て
仕
組
む
の
は
、
元
禄
期

（
筑
波
大
学
文
芸
言
語
学
系
教
授
）

以
後
の
浄
瑠
璃
な
ど
の
常
套
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
方
が
何
時
か
ら

始
っ
て
い
る
か
は
詳
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
貞
享
二
年
正
月
の
『
暦
』
が
、

そ
の
早
い
例
の
一
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
5
)

貞
享
元
年
に
江
戸
城
中
で
暗
殺
さ
れ
た
大
老
堀
田
正
俊
の
浅
草
の
下
屋
敷
で

の
妾
狂
い
の
噂
な
ど
が
『
御
当
代
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大

名
の
妾
狂
い
の
噂
は
、
し
ば
し
ば
巷
間
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ

れ
る
。

(

6

)

前
出
「
貞
享
三
年
好
色
本
禁
令
説
に
つ
い
て
」

(

7

)

拙
稿
「
『
本
朝
二
十
不
孝
論
』
序
説
」
（
『
西
鶴
研
究
序
説
』
所
収
）
で
は
、

カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
見
る
立
場
を
押
え
て
書
い
た
が
、
私
は
最
近
、
む
し
ろ
カ

ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
を
強
調
し
て
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
8
)

『
五
人
女
』
の
初
版
と
見
ら
れ
る
も
の
に
は
、
江
戸
の
書
騨
万
屋
が
相
版
元

と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
が
、
再
版
以
後
は
削
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
一
代
女
』

は
大
阪
の
書
隷
池
田
屋
の
単
独
版
で
あ
り
、
『
二
十
不
孝
』
に
は
万
屋
が
加
わ

っ
て
い
る
。
．

(
9
)

注
3
の
拙
稿
参
照
。
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