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本
稿
は
「
近
松
と
西
鶴
―
―
一
契
約・説
得・宙
づ
り
」(

本
誌
一
号
、一
九
九
七
年
一
月)

お
よ
び
「
近
松
の
時
代
物
―
―
双
生・女
夫・

川
中
島
」(

同
三
二
号
、
二
〇
一
三
年
十
月)

の
続
編
で
あ
る
。
詳
し
く
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
引
用
は
新
古
典
大
系
お
よ
び
近
松

全
集
に
よ
る
。

１

　
こ
こ
で
は
西
鶴
『
諸
艶
大
鑑
』（
別
題
『
好
色
二
代
男
』、貞
享
元
年
）
巻
四
の
三
「
七
墓
参
り
に
逢
ば
昔
」
と
近
松
『
賀
古
教
信
七
墓
廻
』

（
上
演
年
月
未
詳
）
を
比
較
し
て
み
た
い
。
と
も
に
七
墓
廻
り
を
扱
っ
て
い
る
が
、『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
の
三
は
落
ち
ぶ
れ
た
男
が
、
七
墓

参
り
を
し
て
遊
女
の
亡
霊
に
出
会
う
話
で
あ
る
。

親
仁
の
手
前
、
八
十
三
度
の
詫
事
も
、
元
の
木
阿
弥
、
藤
は
松
に
つ
れ
て
ゆ
が
み
も
な
を
ら
ず
、
あ
た
ら
春
を
過
て
、
今
と
な
つ
て
、

合
点
が
ゆ
け
ど
、
六
年
お
そ
し
。（
中
略
）
南
中
嶋
に
よ
し
み
有
て
、
長
柄
の
橋
本
寺
の
跡
ふ
り
て
、
塚
も
す
か
れ
て
、
年
貢
地
と

成
片か

た

陰か
げ

に
、
玉
笹
な
ど
切き

り
し
き敷
て
、
む
す
め
ば
柴
の
庵
、
く
ず
せ
ば
元
の
野
原
、
夢
の
か
り
枕
も
な
く
、
小
鍋
壱
つ
に
盆
弐
枚
、
是

で
も
埒
の
あ
く
世
や
と
、
蚊
払
ひ
の
団う

ち
はを
た
の
し
み
、
念
仏
の
替
り
に
、「
な
げ
き
な
が
ら
も
月
日
を
お
く
る
」
と
、
調
子
違
ひ
の

小
哥
、
三
味
線
に
あ
は
し
や
う
と
も
お
も
は
ね
ば
、
人
に
き
い
て
も
も
ろ
ふ
ま
じ
。	

（『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
の
三
）

　
西
鶴
に
お
け
る
父
親
の
優
位
（「
親
仁
の
手
前
」）、
数
字
に
よ
る
奇
妙
な
論
証
（「
八
十
三
度
の
詫
事
も
…
六
年
お
そ
し
」）、
変
わ
り
映

え
の
し
な
い
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
（「
元
の
木
阿
弥
…
ゆ
が
み
も
な
を
ら
ず
」）。
塚
は
畑
と
な
り
、
庵
は
野
原
と
な
っ
て
、
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夢
も
消
え
果
て
る
。
歌
舞
音
曲
も
無
感
動
し
か
生
ま
な
い
。

女
郎
の
仕
掛
を
見
出
し
、
揚
屋
も
見
え
ぬ
客
の
内
談
を
た
の
み
、
遣
手
も
気
に
入
貌か

ほ

を
し
て
見
せ
、
町
か
ら
の
友
も
萬
の
さ
し
図
を

請う
け

、
此
里
の
男
達
の
若
ひ
者
も
、
お
の
づ
か
ら
近
付
に
な
り
、
東
西
の
門
番
も
声
を
聞
し
り
、
物
や
ら
ぬ
末ま

つ
し
や社
迄
も
つ
き
し
た
が
ひ
、

口
拍
子
の
万
六
、舞
ま
い
の
惣
太
夫
、此
所
の
物
も
ら
ひ
、犬
も
見
し
り
て
、と
が
め
ぬ
程
に
な
り
て
…
（『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
の
三
）

		

論
証
に
長
け
た
男
は
女
郎
の
手
管
を
見
破
り
、
揚
屋
か
ら
相
談
さ
れ
、
遣
り
手
に
気
に
入
ら
れ
、
町
か
ら
来
る
友
達
に
指
図
し
て
い
た
。

「
犬
も
見
し
り
て
、
と
が
め
ぬ
程
に
な
り
て
」
と
あ
る
が
、
馴
れ
き
っ
て
犬
に
吠
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
西
鶴
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
な
の
で

あ
る
。
落
ち
ぶ
れ
た
男
は
「
同
じ
着
物
」
ば
か
り
着
て
、つ
ま
ら
な
い
話
を
繰
り
返
し
た
挙
げ
句
（「
人
も
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
落
し
の
咄
」）、

無
常
の
焼
き
場
を
廻
る
こ
と
に
す
る
。

野
烏
の
鳴
も
耳
に
か
か
ら
ず
、軒
の
風ふ

り
や
う鈴
の
不ぶ

ら

り

落
離
と
、日
数
の
過
る
も
よ
し
な
し
と
、無
常
野
の
焼
場
を
隔
夜
し
て
ま
は
り
け
る
に
、

有
時
吉
原
の
墓
よ
り
、
酒
の
か
ほ
り
ふ
か
く
、
六
十
余
の
せ
い
高だ

か
ぼ
う
ず

坊
主
出
て
、「
我
仏ぶ

つ
た
い躰を
得
な
が
ら
、
浮
世
に
思
ひ
残
す
は
、
三

升
入
の
吸
筒
有あ

り

。
是
を
手
向
よ
と
、
御
し
ら
せ
給
は
れ
」
と
い
ふ
。「
御
身
い
か
な
る
人
」
と
と
へ
ば
、「
葉は

箒ば
う
き

葉
箒
」
と
、
売う

る
こ
へ声

ば
か
り
し
て
消
ぬ
。
あ
る
夜
又
、
道
頓
堀
の
火
屋
に
、
一
寸
法
師
の
夏げ

が
き書
し
て
居い

る

を
、
心
を
留
て
見
れ
ば
、
甫
春
也
。

（『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
の
三
）

		

「
風
鈴
」
は
近
松
的
な
宙
吊
り
の
物
体
と
違
っ
て
情
動
を
揺
り
動
か
す
こ
と
が
な
い
。「
日
数
の
過
る
も
よ
し
な
し
」
と
考
え
る
男
は
算

用
を
気
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
六
十
余
の
せ
い
高
坊
主
」
と
「
一
寸
法
師
」
の
組
み
合
わ
せ
は
機
知
的
な
構
図
で
あ
る
。「
三
升
入

の
吸
筒
有
。
是
を
手
向
よ
」
と
は
あ
ま
り
に
具
体
的
な
数
字
の
要
求
だ
が
、
西
鶴
の
「
浮
世
」
は
具
体
的
な
数
字
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
。
ま
た
、
一
寸
法
師
の
正
体
は
見
世
物
小
屋
の
小
男
で
あ
っ
た
と
い
う
落
ち
が
付
く
。

　
雨
の
夜
に
現
れ
た
の
は
欲
情
を
か
き
立
て
る
女
だ
が
（「
分
有
姿
、
後
世
を
忘
れ
、
い
な
事
に
心
は
な
り
ぬ
」）、
奇
妙
な
こ
と
に
炭
俵

を
提
げ
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
け
い
せ
い
と
な
る
事
、
其
身
い
た
づ
ら
よ
り
是
に
は
な
ら
ず
。
大
か
た
は
親
の
為
ぞ
か
し
。
公
儀
十
年
と
申
は
、
水
揚

の
日
よ
り
定
め
ぬ
。
勤
め
は
姉
女
郎
に
引
ま
は
さ
れ
、
万よ

ろ
づの
あ
て
が
ひ
は
親
方
よ
り
、
先ま

づ

太
夫
は
、
は
じ
め
弐
年
が
間
、
毎
日
伽
羅

二
焼
、
奉
書
五
枚
、
中
折
半
帖
、
封
じ
紙
三
枚
、
の
べ
紙
五
折
、
楊
子
三
本
、
月
に
雪
踏
一
足
、
草
履
三
足
、
蝋
燭
、
禿
の
仕
出
し
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迄
も
、
内
よ
り
拵
へ
ぬ
。
四
季
の
衣
装
も
、
正
月
に
は
上
着
弐
つ
、
下
着
二
つ
、
墋

ほ
こ
り

取と
り

の
木
綿
着
物
壱
つ
、
四
月
に
袷
弐
つ
、
五

月
に
帷
子
弐
つ
、
単
物
ひ
と
つ
、
七
月
に
帷
子
弐
つ
、
明ゆ

か
た衣
壱
つ
、
九
月
に
着
物
壱
つ
、
仕
立
直
し
物
壱
つ
。
そ
れ
よ
り
下
位
次
第

に
、
万
事
の
違
ひ
あ
り
。
天
神
に
壱
年
、
か
こ
ひ
に
半
年
、
見
世
の
女
郎
に
は
三
十
日
、
諸
事
を
内
よ
り
ま
か
の
ふ
事
、
心
や
す
き

ほ
ど
、
客
も
は
や
く
つ
く
物
也
。
禿か

ぶ
ろに
髪
結
す
迄
も
違
ひ
は
な
き
に
、
太
夫
の
禿
は
、
月
に
弐
百
、
天
神
百
、
か
こ
ひ
六
十
、
つ
ぼ

ね
の
禿
は
三
分
、
か
や
う
に
替
る
な
れ
ば
、
位
に
な
る
程
、
身
持
の
む
つ
か
し
。
二
と
せ
す
ぎ
て
、
銘
々
さ
ば
き
の
身
と
な
れ
ば
、

着
類
の
外
は
手
も
め
と
な
つ
て
、
色
あ
げ
の
染
賃
、
糊
の
銭
ま
で
、
勤
う
ち
な
れ
ば
、
も
ら
は
ひ
で
は
な
ら
ず
、
く
れ
る
男
は
稀
也
」

と
、
泪
を
流
し
て
申
。
聞
て
ひ
と
つ
も
や
く
に
立
ぬ
事
也
。	

（『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
の
三
）

		

新
町
で
太
夫
と
呼
ば
れ
て
い
た
女
に
よ
れ
ば
、
傾
城
に
な
る
の
は
個
人
的
志
向
の
せ
い
で
は
な
く
、
親
の
せ
い
で
あ
る
。
遊
女
に
は
制

度
と
い
う
べ
き
も
の
が
す
で
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
数
字
に
よ
っ
て
進
行
し
て
い
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（「
毎
日
伽
羅
二

焼
、奉
書
五
枚
、中
折
半
帖
、封
じ
紙
三
枚
、の
べ
紙
五
折
、楊
子
三
本
…
」）。
も
っ
と
も
、女
の
語
り
に
役
立
つ
も
の
は
何
も
な
い
。「
聞

て
ひ
と
つ
も
や
く
に
立
ぬ
事
」
が
西
鶴
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
さ
て
持
た
ま
ふ
炭
こ
そ
不
思
儀
」
と
申
せ
ば
、「
過
つ
る
十
二
月
雪
の
夜
に
、
相
果
る
時
迄
、
此
炭
の
口
を
あ
け
ず
に
、
浮
世
に
残

す
を
、惜
ま
れ
し
一
念
の
、手
は
よ
ご
れ
て
も
は
な
さ
ず
」
と
い
ふ
時
、さ
ま
ざ
ま
の
女
の
首
が
飛
来
り
て
、彼
遊
女
の
身
に
喰
付
て
、

さ
い
な
む
。「
是
は
情
な
し
。
を
の
を
の
の
亭
主
の
、た
わ
け
に
て
、身
上
の
つ
づ
か
ず
、地
黄
丸
の
ま
る
る
を
、我
が
し
つ
た
事
か
。

身
は
売
物
に
て
、
人
を
た
ら
す
が
も
と
で
な
り
」
と
申
せ
ば
、
ば
つ
と
消
て
、
礼
場
の
朝
風
、
茂
り
の
草
ぼ
う
ぼ
う
と
、
石
仏
は
あ

り
し
ま
ま
に
て
立
帰
る
。
あ
ら
こ
は
や
の
。	

（『
諸
艶
大
鑑
』
巻
四
の
三
）

		

遊
女
が
炭
俵
を
提
げ
て
い
た
の
は
、
心
中
の
際
に
未
練
が
残
っ
た
せ
い
ら
し
い
。「
手
は
よ
ご
れ
て
も
は
な
さ
ず
」
と
い
う
の
は
金
銭

に
対
す
る
執
着
に
等
し
い
。
燃
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
炭
は
使
わ
れ
る
こ
と
な
く
死
蔵
さ
れ
た
金
銭
に
等
し
く
、
汚
す
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
と
き
様
々
な
女
の
首
が
飛
ん
で
来
て
遊
女
に
食
い
つ
く
。「
身
は
売
物
に
て
、
人
を
た
ら
す
が
も
と
で
な
り
」
と
遊
女
は
本
音
を
語
っ

て
い
る
が
、
遊
女
は
遊
女
で
あ
る
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
し
か
な
い
。「
あ
ら
こ
は
や
」
の
結
語
は
見
え
透
い
て
い
て
虚
し
い
。
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２

		
次
に
『
賀
古
教
信
七
墓
廻
』
を
読
み
進
め
て
み
よ
う
〔
１
〕。
先
妻
の
子
、
孝
房
と
後
妻
の
子
、
教
信
の
物
語
は
、
材
木
を
運
ぶ
船
の

難
破
か
ら
始
ま
る
。
長
男
は
契
約
的
な
存
在
と
い
え
る
。
神
仏
と
の
契
約
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
申
し
子
だ
か
ら
で
あ
る
。
難
破
の
知
ら
せ

を
聞
い
た
賀
古
教
孝
は
「
ア
ア
思
へ
ば
仏
の
咎
め
程
お
そ
ろ
し
き
物
は
な
し
。
我
前
妻
に
子
種だ

ね

な
く
、摩ま

や

さ

ん

耶
山
の
観
世
音
に
願
を
こ
ら
し
、

一
子
を
あ
た
へ
さ
づ
け
給
へ
、
出
家
せ
さ
せ
て
夫
婦
産
ま
ず
の
業
を
は
ら
し
、
仏
恩
を
報
じ
奉
ら
ん
と
誓
ひ
て
も
う
け
し
申
し
子
成
を
、

寵
愛
に
ほ
だ
さ
れ
て
出
家
に
な
さ
ん
い
と
ほ
し
さ
、
月
日
も
の
び
て
成
人
し
仏
の
契
約
た
が
ふ
の
み
か
、
嬪
を
む
か
へ
て
孫
迄
見
て
民
部

ノ
省
孝
房
と
、
家
督
に
た
て
し
此
偽
ひ
と
と
せ
母
が
死
し
た
る
も
、
罰
と
は
知
れ
ど
親
心
、
や
み
に
は
あ
ら
で
子
に
ま
よ
ひ
、
兄
を
出
家

に
せ
ぬ
か
ら
は
後
づ
れ
の
子
の
花
二
郎
、
せ
め
て
法
師
に
せ
ん
物
を
」
と
泣
い
て
い
る
が
、
近
松
の
父
親
は
無
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
母
親
は
恐
ろ
し
い
。
後
妻
は
自
ら
の
息
子
を
跡
継
ぎ
に
す
る
べ
く
、
前
妻
の
孫
子
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
す
る
。

継
子
を
四
海
の
波
に
し
づ
め
、
自

み
づ
か
らに
一
念
の
鉄
の
牙
を
つ
け
て
た
べ
、
残
る
継
嫁
二
人
の
孫
を
食
ひ
こ
ろ
し
、
死
骸
を
神
の
御
供く

う

と
な
し
我
子
を
家
督
に
立
給
は
ば
、
四
季
に
四
度
の
人
神み

御ご
く
う供
そ
な
へ
祭
リ
奉
ら
ん
、
目
前
利
生
を
見
せ
給
へ
と
古
木
を
た
た
き
岩

を
ふ
み
、
を
ど
り
あ
が
つ
て
祈
り
し
は
身
の
毛
も
よ
だ
つ
、
計
也
（
中
略
）
有
つ
る
蜘
蛛
は
た
ち
ま
ち
に
継
母
と
化け

し
て
行
月
の
、

影
も
ほ
の
か
に
晴
れ
て
げ
り
。	

（
第
一
）

　
土
俗
的
な
本
作
に
は
古
浄
瑠
璃
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
（
渡
辺
保
『
近
松
物
語
』）、
蜘
蛛
が
そ
の

象
徴
で
あ
ろ
う
。
蜘
蛛
と
な
っ
た
継
母
が
孫
娘
を
食
い
尽
く
す
場
面
は
恐
ろ
し
い
。

祖
母
さ
ま
い
と
し
と
首
筋
に
、
抱
き
付
て
あ
ま
へ
し
は
、
あ
や
う
か
り
け
る
次
第
也
。
継
母
に
こ
に
こ
笑
顔
し
て
、
ヲ
ヲ
よ
ふ
抱
か

れ
た
で
か
い
た
な
、
と
て
も
の
こ
と
に
べ
べ
脱
い
で
祖
母
が
ほ
ほ
に
い
だ
か
ん
と
、
我
も
大
肌
ず
ん
と
ぬ
ぎ
千
寿
の
姫
帯
ほ
ど
き
、

衣
ひ
つ
は
い
で
裸
か
身
を
両
手
に
取
つ
て
差
し
上
、
い
た
い
け
ざ
か
り
の
花
の
か
ん
ば
せ
、
か
し
ら
を
口
に
を
し
こ
め
ば
、
口
耳
ぎ

は
迄
き
れ
あ
が
り
肩
も
か
ひ
な
も
一
口
に
、
血
を
す
ひ
呑
ん
だ
る
其
い
き
ほ
ひ
、
い
た
は
し
や
姫
君
は
、
足
を
ち
ぢ
め
苦
し
み
し
は

目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
風
情
也
。	

（
第
一
）

　
「
あ
れ
、
な
ふ
、
千
寿
の
姫
は
祖
母
ご
ぜ
に
く
ひ
こ
ろ
さ
れ
た
」
と
兄
の
光
明
丸
は
騒
ぐ
が
、
そ
の
傷
は
い
つ
ま
で
も
本
作
に
刻
み
付

け
ら
れ
て
い
る
（「
祖
母
さ
ま
に
か
ま
れ
し
傷
が
い
た
ん
で
血
が
垂
り
て
、
よ
の
子
ど
も
が
よ
せ
つ
け
ず
…
」）。
千
寿
姫
を
飲
み
込
ん
で
、
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そ
の
姿
に
変
身
し
た
蜘
蛛
は
、
さ
ら
に
光
明
丸
を
追
い
回
し
、
背
中
に
負
わ
れ
執
権
中
務
光
秀
の
妻
を
噛
み
殺
す
。

　
実
父
が
闇
討
ち
で
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
教
信
は
、
仇
を
討
つ
た
め
旅
立
つ
（「
さ
く
ら
祭
文
」）。
興
味
深
い
の
は
中
山
寺
の
場
面

で
あ
る
。
孝
房
の
妻
が
殺
さ
れ
る
と
、
亡
骸
か
ら
子
供
が
生
ま
れ
、
妻
の
亡
霊
は
男
の
亡
骸
に
取
り
憑
く
。
し
た
が
っ
て
、
男
に
よ
る
出

産
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
浅
ま
し
の
う
ぶ
や
し
な
ひ
誕
生
は
仏
に
似
て
、
餓
鬼
道
の
み
な
し
子
か
や
母
が
肌
に
は
つ
け
ず
共
、
お
乳
乳
母
に
も
い
だ
か
れ

ず
、
行
衛
も
し
ら
ぬ
男
の
死
人
の
体
を
か
り
、
い
だ
け
ば
さ
す
が
玉
し
ひ
は
親
子
と
知
つ
た
る
し
る
し
に
や
、
冷
へ
ち
ぎ
つ
た
る

亡も
う
じ
や
者
の
肌
に
母
と
思
ふ
て
い
だ
き
付
。
ア
ア
命
有
な
ら
ば
母
が
誠
の
肌
に
つ
け
、
悦
ぶ
初
声
聞
く
べ
き
物
を
は
か
な
き
親
子
の
ち
ぎ

り
や
と
、
嘆
け
ば
う
ぶ
子
も
聞
入
れ
て
や
わ
つ
と
叫
ぶ
を
ゆ
り
す
か
し
、
ゆ
り
す
か
し
て
は
我
も
又
、
と
も
に
涙
の
中
山
寺
た
ど
り
、

行
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。	

（
第
二
）

　
孝
房
の
妻
が
乗
り
移
っ
た
男
こ
そ
、
教
信
の
仇
で
あ
り
、
い
ま
や
敵
と
味
方
は
区
別
が
つ
か
な
い
。「
病
中
手
足
も
立
た
ず
」
と
あ
っ

た
友
風
は
、
男
性
性
を
奪
わ
れ
て
、
す
べ
て
の
媒
体
に
な
っ
て
い
る
（
そ
も
そ
も
実
父
の
仇
は
高
梨
友
重
で
あ
っ
て
、
息
子
の
友
風
は
そ

の
身
替
り
に
す
ぎ
な
い
）。

　
孝
房
は
傾
城
の
宮
城
野
に
入
れ
上
げ
公
金
を
使
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
。
出
家
し
て
真
光
と
呼
ば
れ
る
光
明
丸
は
傾
城
を
買
え
ば
救
わ

れ
る
と
思
い
込
ま
さ
れ
、
僧
物
を
盗
み
続
け
る
。
真
光
の
七
墓
廻
り
は
い
わ
ば
地
獄
廻
り
の
道
行
だ
が
（「
夏
野
の
ま
よ
ひ
子
」）、
そ
れ

で
も
地
蔵
菩
薩
は
掬
い
上
げ
て
く
れ
る
（「
鉢
た
た
き
」）。
こ
こ
に
も
説
得
と
宙
吊
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
兄
に
代
わ
っ
て
出
家
す
る
弟
の
賀
古
教
信
と
い
う
名
前
は
、
過
去
を
背
負
っ
た
信
仰
の
証
し
に
な
っ
て
い
る
。
結
末
に
「
末
代
婬ゐ

ん
ぢ
よ
女
の

た
め
し
な
き
、
五
濁じ

よ
くの
く
も
り
晴
れ
そ
め
て
、
玉
と
あ
ざ
む
く
萩
の
露
、
宮
城
野
を
こ
そ
拝
し
け
れ
。
同

ど
う
し
や
う声
念
仏
大
空
に
ひ
び
き
わ
た

れ
る
雲
の
上
、
北
の
方
の
霊
魂
千
寿
の
姫
を
か
き
い
だ
き
、
継
母
お
な
じ
く
秀
光
が
妻
卯
ノ
花
ま
の
あ
た
り
、
影
の
ご
と
く
に
あ
ら
は
れ

し
は
幻
、
な
ら
ぬ
現
な
り
」
と
あ
る
が
、
近
松
の
七
墓
廻
り
に
お
い
て
女
た
ち
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
西
鶴
に
お
い
て
は

あ
り
え
な
い
事
態
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、鶴
屋
南
北
の
合
巻『
復
讐
爰
高
砂
』（
文
化
六
年
）は
近
松
の『
賀
古
教
信
七
墓
廻
』を
書
き
換
え
た
作
品
だ
が（
服
部
幸
雄『
さ

か
さ
ま
の
幽
霊
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）、
近
松
に
は
な
い
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
地
獄
の
亡
者
の
盆
踊
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り
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な
カ
ー
ニ
バ
ル
で
あ
る
。
紀
海
音
『
小
野
小
町
都
年
玉
』(

正
徳
三・四
年)

に
も
七
墓
廻
り
は
み
え
る
が
、
そ
れ

は
旱
魃
の
最
中
に
な
っ
て
い
る
。

注

[

1]　
横
山
正『
近
世
演
劇
論
叢
』（
清
文
堂
出
版
、一
九
七
六
年
）第
二
部
Ⅲ
が
本
作
と
古
浄
瑠
璃
の
前
後
関
係
を
論
じ
、井
上
勝
志「『
賀

古
教
信
七
墓
廻
』の
上
演
年
代
」（『
近
松
浄
瑠
璃
の
史
的
研
究
』和
泉
書
院
、二
〇
一
三
年
）が
歌
舞
伎
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
西
鶴
、
近
松
、
七
墓
廻
り

〈
要
旨
〉
本
稿
は
七
墓
廻
り
を
め
ぐ
っ
て
、西
鶴
と
近
松
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。

補
論
　
主
要
作
品
案
内
―
―
井
原
西
鶴

　
本
論
「
近
松
と
西
鶴
」
を
補
足
す
る
た
め
に
主
要
作
品
案
内
を
掲
げ
て
お
く
。

『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
十
月
）
は
八
巻
八
冊
。
生
野
銀
山
の
富
豪
夢
介
の
一
人
息
子
世
之
介
の
好
色
生
活
を
描
い
た
五
四
章
の
一
代

記
で
あ
る
。
巻
四
に
至
る
前
半
で
全
国
の
遊
女
を
描
き
、
巻
五
以
降
の
後
半
で
古
今
の
遊
女
を
描
く
。
最
後
に
女
護
嶋
を
め
ざ
し
て
船
出

す
る
が
、
制
度
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

『
諸
艶
大
鑑
』（
別
題
『
好
色
二
代
男
』、
貞
享
元
年
）
は
八
巻
八
冊
。
好
色
一
代
男
の
遺
児
世
伝
が
初
夢
か
ら
目
覚
め
、
島
原
の
正
月
買

い
に
出
か
け
、
諸
国
の
色
里
の
「
諸
分
」
を
聞
き
書
き
し
た
も
の
と
い
う
。
様
々
な
事
情
、
作
法
、
費
用
を
意
味
す
る
「
諸
分
」
こ
そ
西

鶴
の
世
界
を
的
確
に
要
約
す
る
一
語
で
あ
ろ
う
。
女
の
心
を
試
し
、
そ
れ
で
も
疑
い
を
や
め
な
い
（
巻
五
の
三
）、
女
の
情
け
が
か
え
っ

て
う
と
ま
し
く
な
る
（
巻
七
の
四
）、
そ
れ
が
西
鶴
的
な
存
在
で
あ
る
。

『
椀
久
一
世
の
物
語
』（
貞
享
二
年
二
月
）
は
二
巻
二
冊
。
大
坂
堺
筋
の
椀
屋
久
右
衛
門
の
一
代
記
で
、
上
巻
七
章
に
は
豪
遊
ぶ
り
、
下
巻

六
章
に
は
零
落
ぶ
り
が
描
か
れ
る
。
破
産
し
孤
独
の
う
ち
に
水
死
す
る
と
い
う
点
に
制
度
の
苛
酷
さ
が
う
か
が
え
る
。
西
鶴
に
よ
れ
ば
、
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椀
久
の
水
死
は
貞
享
元
年
一
二
月
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

『
好
色
五
人
女
』（
貞
享
三
年
二
月
）
は
五
巻
五
冊
。
巻
一
は
姫
路
但
馬
屋
の
娘
お
夏
と
手
代
清
十
郎
の
密
通
事
件
、
巻
二
は
大
坂
の
樽
屋

お
せ
ん
と
麹
屋
長
左
衛
門
の
姦
通
事
件
、
巻
三
は
京
の
大
経
師
女
房
お
さ
ん
と
手
代
茂
右
衛
門
の
密
通
事
件
、
巻
四
は
江
戸
の
八
百
屋
お

七
の
放
火
事
件
、
巻
五
は
薩
摩
の
お
ま
ん
と
源
五
兵
衛
の
恋
愛
・
心
中
事
件
を
描
く
。

『
好
色
一
代
女
』
は
六
巻
六
冊
。
老
女
の
懺
悔
を
記
し
た
二
四
章
の
一
代
記
だ
が
、
主
人
公
が
様
々
な
職
業
を
転
々
と
す
る
の
で
、
職
業

の
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
に
み
え
る
作
品
で
あ
る
。
父
親
の
負
債
の
せ
い
で
遊
女
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
父
親
の
役
割
が
う
か
が
え
る
。

『
男
色
大
鑑
』（
貞
享
四
年
一
月
）
は
八
巻
十
冊
。
前
半
は
男
色
の
話
を
集
め
た
も
の
、
後
半
は
歌
舞
伎
役
者
の
話
を
集
め
た
も
の
。
い
わ

ば
制
度
の
内
側
で
偶
然
に
翻
弄
さ
れ
続
け
る
姿
を
描
い
て
い
る
。「
芝
居
子
の
一
座
に
用
捨
す
べ
き
は
年
せ
ん
さ
く
な
り
」と
あ
る
が（
巻

七
）、
穿
鑿
す
る
の
が
西
鶴
の
文
章
と
い
え
る
。

『
嵐
は
無
常
物
語
』（
貞
享
五
年
三
月
）
は
二
巻
二
冊
。
美
貌
の
名
優
嵐
三
郎
四
郎
が
同
四
年
一
二
月
に
若
く
し
て
割
腹
自
殺
を
し
た
事
件

を
描
く
。
上
巻
は
最
期
の
物
語
、
下
巻
は
後
日
の
物
語
で
あ
る
。「
お
も
わ
く
の
ほ
か
な
る
義
理
死
」
と
い
う
が
、
不
用
意
な
一
言
が
人

を
死
に
追
い
や
る
点
に
制
度
の
苛
酷
さ
が
う
か
が
え
る
。

『
色
里
三
所
世
帯
』（
貞
享
五
年
）
は
三
巻
四
冊
。
京
の
東
山
岡
崎
に
若
隠
居
し
た
浮
世
の
外
右
衛
門
と
い
う
金
持
ち
が
三
都
に
三
つ
の
世

帯
を
か
ま
え
、
あ
ら
ゆ
る
色
遊
び
を
尽
く
す
が
、
女
が
妊
娠
出
産
す
る
と
た
ち
ま
ち
追
放
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
に
西
鶴
の
世
界
が
う
か

が
え
る
（「
皆
々
か
た
つ
け
て
…
」）。

『
好
色
盛
衰
記
』（
貞
享
五
年
）
は
五
巻
五
冊
。『
源
平
盛
衰
記
』
を
模
し
て
「
祇
園
悪
所
の
銀
づ
か
ひ
、
諸
わ
け
無
情
の
男
あ
り
」
と
始

ま
る
本
作
は
、
全
二
五
話
で
好
色
世
界
に
お
け
る
栄
枯
盛
衰
を
描
く
。
巻
頭
で
乳
飲
み
子
の
遊
興
を
取
り
上
げ
、
巻
末
で
臨
終
間
際
の
老

人
の
遊
興
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

『
椀
久
二
世
の
物
語
』（
元
禄
四
年
）
は
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
の
続
編
。
地
獄
の
責
め
苦
が
き
わ
め
て
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。「
釣

鐘
背
中
に
落
ち
か
か
り
骨
を
く
た
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
釣
り
鐘
が
宙
吊
り
の
物
体
と
し
て
響
き
渡
る
こ
と
は
な
い
。

『
浮
世
栄
花
一
代
男
』（
元
禄
六
年
）
は
四
巻
四
冊
。
隠
身
の
花
笠
を
授
か
っ
た
主
人
公
が
、
隠
れ
笠
の
忍
び
之
介
と
改
名
し
、
諸
国
の
好

色
を
見
聞
す
る
。
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『
西
鶴
置
土
産
』
は
没
後
の
第
一
遺
稿
集
で
五
巻
五
冊
。
全
一
五
話
で
遊
興
に
入
れ
上
げ
て
没
落
し
た
男
た
ち
を
描
く
。「
長
者
に
二
代
な

し
、
女
郎
買
い
に
三
代
な
し
」（
巻
一
の
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
置
き
土
産
を
継
承
す
る
の
は
実
は
困
難
と
い
え
る
。
は
た
し
て
受
け
取

れ
る
の
か
受
け
取
れ
な
い
の
か
、
そ
ん
な
置
き
土
産
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
本
作
に
は
見
て
取
れ
る
。
結
末
の
「
望
の
献
立
」
は
目
で
味
わ
う

こ
と
が
で
き
て
も
、
口
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
武
道
伝
来
記
』（
貞
享
四
年
四
月
）
は
八
巻
八
冊
で
全
三
二
話
。「
諸
国
敵
討
」
の
副
題
を
も
ち
、
全
国
各
地
を
舞
台
と
し
て
敵
討
ち
を

描
く
が
、
悲
願
成
就
の
喜
び
は
乏
し
い
。
む
し
ろ
敵
討
ち
と
い
う
制
度
の
虚
し
さ
ば
か
り
が
際
立
つ
。「
先
づ
本
望
達
し
た
り
と
、
う
れ

し
き
ば
か
り
に
て
、
次
第
に
弱
り
は
て
…
」
と
あ
る
が
（
巻
三
の
三
）、
本
望
を
達
し
て
も
破
滅
す
る
し
か
な
い
。

『
武
家
義
理
物
語
』（
貞
享
五
年
二
月
）
は
六
巻
六
冊
で
全
二
六
話
。
武
家
の
義
理
を
描
く
が
、
本
作
が
造
型
性
に
乏
し
い
の
は
義
理
の
論

理
性
ば
か
り
が
優
先
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
巻
二
の
四
に
は
息
子
を
殺
し
た
男
を
養
子
に
迎
え
る
話
が
あ
る
。「
両
方
の
小
者
は
、

相
討
ち
し
て
、
空
し
く
な
り
ぬ
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
虚
し
さ
の
上
に
義
理
の
関
係
が
形
作
ら
れ
て
い
る
。
挿
絵
に
は
墨
の
吹
き
出
し

た
無
数
の
死
体
が
転
が
る
。

『
新
可
笑
記
』（
元
禄
元
年
十
一
月
）
は
五
巻
五
冊
で
全
二
六
話
。
仮
名
草
子
「
可
笑
記
」
を
借
り
て
、武
家
教
訓
書
の
体
裁
を
も
つ
。「
義

を
重
ん
じ
て
命
を
軽
く
す
る
は
義
士
の
好
め
る
所
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
が
（
巻
一
の
二
）、
近
松
と
違
っ
て
、
こ
の
苛
烈
さ

は
恩
寵
や
救
済
に
至
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
「
我
が
身
の
外
世
の
事
に
構
は
ね
ば
、
何
か
気
に
労
す
る
事
な
く
、
お
の
づ
か
ら
命
を
延
ぶ

る
の
得
あ
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
が
（
巻
一
の
五
）、「
世
の
事
」
に
関
わ
り
合
っ
て
、
た
ち
ま
ち
生
命
を
破
滅
さ
せ
る
。
本
作
は

「
仕
置
き
」
の
苛
烈
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』（
貞
享
二
年
一
月
）
は
五
巻
五
冊
で
全
三
五
話
。「
世
間
の
広
き
事
、
国
々
を
見
め
ぐ
り
て
は
な
し
の
種
を
も
と
め
」

た
雑
話
集
。
序
文
に
「
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
あ
る
が
、
そ
の
同
語
反
復
が
注
目
さ
れ
る
。
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
同
語
反
復
が
様
々

な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
す
か
ら
で
あ
る
。
小
判
十
枚
は
十
枚
の
ま
ま
で
あ
り
（
巻
一
の
三
）、
焼
か
れ
た
「
黒
木
」
の
死
体
は

墨
染
め
と
な
り
（
巻
三
の
三
）、金
を
拾
う
男
は
拾
う
の
で
あ
り
（
巻
五
の
七
）、同
語
反
復
的
事
態
を
迎
え
る
。
結
局
、「
因
果
の
ぬ
け
穴
」

か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
本
朝
二
十
不
孝
』（
貞
享
三
年
十
一
月
）
は
五
巻
五
冊
で
全
二
十
話
。
二
十
四
孝
を
も
じ
っ
て
不
孝
の
話
を
集
め
て
い
る
が
、
逆
に
親
の
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専
制
ぶ
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

『
懐
硯
』（
貞
享
四
年
三
月
頃
）
は
五
巻
五
冊
。
半
僧
半
俗
の
伴
山
に
よ
る
回
国
見
聞
記
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
の
「
く
き
み
じ
か
き
筆
」

は
、
せ
っ
か
ち
で
無
愛
想
な
西
鶴
の
リ
ズ
ム
に
対
応
し
て
い
る
。
詰
将
棋
を
解
い
た
途
端
に
頓
死
す
る
男
、
遺
産
が
手
に
入
ら
ず
失
望
す

る
男
女
に
み
ら
れ
る
せ
っ
か
ち
さ
で
あ
り
（
巻
二
の
一
）、
財
産
目
当
て
に
婿
入
り
し
、
石
と
瓦
を
銀
箱
に
詰
め
た
見
せ
金
に
失
望
す
る

男
の
無
愛
想
さ
で
あ
る
（
巻
五
の
二
）。

『
本
朝
桜
陰
比
事
』（
元
禄
二
年
一
月
）
は
五
巻
五
冊
で
全
四
四
話
の
裁
判
物
。
三
五
歳
の
男
と
一
五
歳
の
娘
の
結
婚
に
親
が
年
の
差
を
理

由
に
反
対
す
る
が
、
あ
と
五
年
待
て
ば
ち
ょ
う
ど
半
分
に
な
る
と
裁
き
を
下
す
（「
待
て
ば
算
用
も
あ
い
よ
る
中
」）。
じ
っ
く
り
と
待
つ

こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
算
用
を
採
用
す
る
の
が
西
鶴
の
論
理
で
あ
る
。

『
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
』
は
第
三
遺
稿
集
で
五
巻
五
冊
。
酒
と
色
に
関
す
る
話
が
多
い
。
巻
一
の
一
は
「
過
て
克
は
親
の
異
見
悪
敷
は
酒
」

の
話
で
あ
り
、
過
剰
な
親
の
意
見
が
注
目
さ
れ
る
。
巻
二
の
一
は
吝
嗇
な
父
親
に
よ
る
金
銭
の
詮
索
か
ら
息
子
の
遊
興
が
発
覚
す
る
話
で

あ
る
。
西
鶴
は
落
と
し
た
金
を
捜
索
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
吉
の
字
極
印
」
か
ら
息
子
の
盗
み
が
明
ら
か
と
な

る
。
序
文
に
「
彼
吉
田
の
題
号
を
か
す
め
と
り
て
俗
つ
れ
つ
れ
く
さ
と
名
つ
く
る
」
と
あ
る
が
、
は
た
し
て
『
徒
然
草
』
の
続
編
な
の
か

俗
編
な
の
か
、
そ
ん
な
「
俗
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
本
作
に
は
見
て
取
れ
る
。
西
鶴
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
吉
田
兼
好
か
ら
掠
め
取
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

『
万
の
文
反
古
』（
別
題
『
西
鶴
文
反
古
』、
元
禄
九
年
）
は
五
巻
五
冊
。
全
一
七
話
か
ら
成
る
書
簡
体
の
小
説
。「
見
ぐ
る
し
き
は
、
今
の

世
間
の
状
文
な
れ
ば
、
心
を
付
て
捨
べ
き
事
ぞ
か
し
。
か
な
ら
ず
、
其
身
の
恥
を
、
人
に
二
た
び
見
さ
が
さ
れ
け
る
ひ
と
つ
也
」
と
序
に

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
紙
は
当
事
者
同
士
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
後
、
第
三
者
の
目
に
曝
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
つ
ま
り
、
西
鶴
の
遺

稿
と
同
じ
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
反
古
と
し
て
捨
て
ら
れ
た
も
の
が
、
も
う
一
度
日
の
目
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
西
鶴
の
テ
ク
ス

ト
と
は
二
度
曝
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
西
鶴
名
残
の
友
』（
元
禄
十
二
年
四
月
）
は
第
五
遺
稿
集
、五
巻
四
冊
で
全
二
七
話
。
諸
国
の
俳
人
の
逸
話
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。「
み

づ
か
ら
筆
を
染
ぬ
れ
ば
、
故
人
に
あ
ふ
こ
こ
ろ
ば
せ
し
て
、
篋
底
に
籠
置
、
折
ふ
し
ご
と
の
寝
覚
の
友
と
す
」
と
北
条
団
水
は
序
で
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
友
な
の
か
友
で
な
い
の
か
、
そ
ん
な
友
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
本
作
に
は
見
て
取
れ
る
。
結
末
の
「
入
れ
歯
」
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は
友
を
遠
ざ
け
た
り
近
づ
け
た
り
し
て
い
る
。

『
日
本
永
代
蔵
』（
貞
享
五
年
）
は
六
巻
六
冊
で
全
三
十
話
。「
大
福
新
長
者
教
」
の
副
題
を
も
ち
、
三
都
を
中
心
に
羽
前
坂
田
か
ら
肥
前

長
崎
を
舞
台
と
し
て
、
い
か
に
蓄
財
す
る
か
が
描
か
れ
る
。
巻
六
の
四
に
「
身
代
固
ま
る
淀
川
の
漆
」
の
話
が
あ
る
が
、
粘
着
質
の
物
体

で
固
め
た
は
ず
の
財
産
も
た
ち
ま
ち
分
散
し
て
い
る
。

『
世
間
胸
算
用
』（
元
禄
五
年
一
月
）
は
五
巻
五
冊
で
全
二
十
話
。「
大
晦
は
一
日
千
金
」
の
副
題
を
も
ち
、
江
戸
、
堺
、
奈
良
、
長
崎
、

伏
見
な
ど
を
舞
台
と
し
て
、
大
晦
日
の
借
金
取
り
か
ら
い
か
に
逃
れ
る
か
が
描
か
れ
る
。
巻
五
の
二
に
「
一
升
入
る
柄
杓
へ
は
一
升
よ
り

は
い
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
か
ら
西
鶴
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
西
鶴
織
留
』（
元
禄
七
年
三
月
）
は
第
二
遺
稿
集
。
六
巻
六
冊
で
全
二
三
話
。
団
水
の
序
に
よ
れ
ば
、
巻
一・二
は
「
本
朝
町
人
鑑
」
に

予
定
さ
れ
て
い
た
原
稿
で
九
話
、
巻
三
以
降
は
「
世
の
人
心
」
に
予
定
さ
れ
て
い
た
原
稿
で
一
四
話
か
ら
成
る
。
織
留
と
は
物
事
の
終
わ

り
の
こ
と
だ
が
、は
た
し
て
終
わ
っ
て
い
る
の
か
終
わ
っ
て
い
な
い
の
か
、そ
ん
な
織
留
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
本
作
に
は
見
て
取
れ
る
。「
そ

れ
そ
れ
に
奢
分
散
し
ま
ひ
に
成
事
程
な
し
」
と
「
子
の
代
に
金
銀
の
置
所
な
き
た
の
し
屋
と
そ
成
け
る
」
の
二
つ
の
結
末
が
用
意
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。	

〈
二
〇
一
三
年
十
月
稿
〉

【
訂
正
】

本
誌
四
一
号
九
一
頁
四
行
目
「
雑
」
→
「
𢅻
雑
」、
一
一
二
頁
一
八
行
目
「
船
寄
」
→
「
船
𦪌
」、
一
二
三
頁
一
二
行
目
「
讐
討
双
六
」

→
「
雙
討
雙
六
」

本
誌
四
七
号
一
三
頁
七
行
目
「
酒
宴
」
→
「
酒
醼
」


