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『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
女
性
像

　
　
　
　
　

齋
　
藤
　
優
　
香

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
西
鶴
　
②
女
性
　
③
感
情
　
④
行
動
　
⑤
文
学
史
﹈

は
じ
め
に

　『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
井
原
西
鶴
に
よ
る
怪
異
短
編
集
で
あ
る
。
五
巻
三
十

五
話
に
わ
た
っ
て
、
多
種
多
様
な
物
語
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
の
序
文
は
、「
世
間
の
広
き
事
、
国
〳
〵
を
見
め
ぐ
り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
」
と
始
ま
る
。
つ
づ
い
て
諸

国
に
存
在
す
る
伝
説
上
の
怪
異
が
列
挙
さ
れ
、
温
泉
の
中
に
泳
ぐ
魚
、
閻
魔
王
の
巾
着
な
ど
、
不
可
思
議
で
非
日
常
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
が
並
ぶ
。
い
か
に
も
怪
異
小
説
ら
し
い
序
文
だ
が
、
そ
の
結
び
は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
伝
説
上
の
物
事
を

挙
げ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
最
後
に
「
都
の
嵯
峨
に
、
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
あ
り
」
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
西
鶴
は

「
こ
れ
を
お
も
ふ
に
、
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
も
の
は
な
し
」
と
序
文
を
締
め
く
く
る
。
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実
際
に
当
時
「
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
」
が
街
中
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
確
か
め
る
術
は
な
い
。
し
か
し
「
こ
れ
を
お
も
ふ

に
」
と
あ
る
以
上
、
西
鶴
が
こ
の
よ
う
な
女
の
姿
を
実
際
に
目
に
し
、
驚
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
年
齢
に

そ
ぐ
わ
な
い
格
好
を
し
た
女
の
姿
は
珍
し
く
異
様
で
あ
る
が
、
な
ぜ
西
鶴
は
そ
れ
を
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
本
稿
は
改
め
て
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
追
う
た
め
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
所
収
の
五
つ
の

話
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
序
文
に
登
場
す
る
「
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
」
を
は
じ
め
、
こ
の
作
品
に
は
印
象
的
な
活
躍
を
す

る
女
性
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
女
性
と
い
う
ひ
と
つ
の
軸
を
通
し
て
各
話
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
女
性
を
き
っ
か
け
に
「
人
は

ば
け
も
の
」
と
言
っ
た
西
鶴
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
文
学
史
に
お
け
る
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
位

置
づ
け
を
試
み
る
。

一
、〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
女
性
た
ち

　『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
い
て
特
に
女
性
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
五
話
の
う
ち
、
ま
ず
は
三
話
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
章
で
挙
げ
る
作
品
の
女
性
た
ち
は
皆
、〈
感
情
〉
を
強
く
持
ち
、
そ
れ
を
糧
に
し
て
大
胆
な
行
動
を

と
っ
て
い
る
。
こ
の
力
が
す
な
わ
ち
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
女
性
の
持
つ
力
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
の
も
と
、
ま
ず
は
一

話
ず
つ
の
特
徴
を
捉
え
て
い
き
た
い
。

一
─
一
、
巻
二
の
三
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
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巻
二
の
三
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
若
狭
の
越
後
屋
に
奉
公
す
る
ひ
さ
と
い
う
女
性
は
、
商
人
の
庄
吉
と
い
う
男
と
恋
仲
に
な
り
、
結
婚
の
約
束
を
し
て
い
た
。
そ

れ
を
見
と
が
め
た
奉
公
先
の
女
房
は
、
美
貌
が
あ
る
か
ら
男
性
と
通
じ
た
の
だ
と
責
め
、
火
箸
で
ひ
さ
の
頰
を
傷
つ
け
た
。
ひ
さ

は
失
意
か
ら
海
に
身
を
投
げ
た
。
そ
の
死
骸
は
水
筋
を
通
り
大
和
の
秋
志
野
ま
で
届
い
て
、
人
々
を
驚
か
せ
た
。
ひ
さ
の
胸
に
は

守
り
袋
が
あ
り
、
善
光
寺
如
来
の
像
、
書
置
き
、
数
珠
が
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
庄
吉
は
秋
志
野
ま
で
足
を
運
び
、
ひ
さ

の
埋
ま
っ
た
塚
の
前
で
眠
っ
た
。
す
る
と
夢
の
中
に
、
火
車
に
乗
る
ひ
さ
と
女
房
が
現
れ
た
。
ひ
さ
は
女
房
の
顔
に
焼
金
を
当
て
、

「
今
こ
そ
思
い
を
晴
ら
し
て
や
る
」
と
言
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
若
狭
で
、
女
房
が
叫
び
声
を
あ
げ
て
死
ん
だ
と
い
う
。

　
こ
の
一
編
に
は
多
数
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
ま
ず
井
上
敏
幸
氏
は
、
ひ
さ
が
復
讐
を
遂
げ
ら
れ
た
要
因
と
し
て
、
ひ
さ
が

流
れ
着
い
た
秋
志
野
と
い
う
土
地
か
ら
、
秋
篠
寺
の
阿
伽
井
に
ま
つ
わ
る
「
太
元
帥
明
王
化
現
の
故
事
」
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と

し
た）

1
（

。

　
ほ
か
に
も
宮
本
祐
規
子
氏
は
、
ひ
さ
が
善
光
寺
如
来
像
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
善
光
寺
に
女
人
救
済
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ

と
と
関
連
し
、
復
讐
を
遂
げ
ら
れ
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
述
べ
た）

2
（

。

　
こ
の
よ
う
に
本
作
は
こ
れ
ま
で
、
話
に
登
場
す
る
様
々
な
モ
チ
ー
フ
と
、
ひ
さ
の
報
復
と
の
関
連
性
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
本

稿
で
は
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
ひ
さ
が
抱
い
た
動
機
や
、
報
復
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
ま
ず
、
ひ
さ
が
復
讐
に
お
い
て
男
性
の
力
を
一
切
借
り
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
。
女
性
が
恨
み
を
持
つ
相
手
に
報
復
す
る

こ
と
は
古
典
作
品
の
中
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
場
合
、
女
性
は
身
近
な
男
性
に
直
接
的
な
行
動
を
依
頼
す
る
こ
と

が
多
い
。
大
川
信
子
氏
は
本
話
に
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
刊
『
因
果
物
語
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
し
、『
因
果
物
語
』
に
収

録
さ
れ
る
数
話
を
取
り
上
げ
た）

3
（

。
そ
の
中
で
も
特
に
深
い
関
連
が
あ
る
と
論
じ
た
、
巻
一
の
八
「
妾
を
妬
て
、
夫
に
怨
を
な
し
け
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る
、
女
房
の
事
」
は
、
夫
の
妾
を
恨
む
女
房
が
手
代
の
男
に
命
じ
て
妾
を
殺
害
さ
せ
る
話
で
あ
る
。
ま
た
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

巻
二
の
五
「
夢
路
の
風
車
」
で
も
、
姉
妹
の
霊
が
主
人
公
で
あ
る
奉
行
の
夢
に
登
場
し
、
自
分
た
ち
を
殺
し
た
男
へ
の
報
復
を
依

頼
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
作
品
に
は
、
女
性
が
男
性
の
力
を
借
り
て
復
讐
を
遂
げ
る
と
い
う
話
の
型
が
活
き
て
い
る
よ

う
だ
。

　『
因
果
物
語
』
と
「
夢
路
の
風
車
」
は
ど
ち
ら
も
女
性
の
報
復
譚
で
、
特
に
「
夢
路
の
風
車
」
は
、
男
性
の
見
る
夢
の
中
で
女

性
の
霊
が
復
讐
を
遂
げ
る
点
が
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
と
共
通
し
、
関
連
性
が
高
い
。
し
か
し
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
に
は
、
先
述
し

た
話
の
型
は
見
ら
れ
な
い
。

　『
因
果
物
語
』
や
「
夢
路
の
風
車
」
と
比
較
す
る
と
、
ひ
さ
や
女
房
の
行
動
は
特
異
で
あ
る
。
大
き
な
商
家
を
ま
と
め
る
女
房

の
周
り
に
は
、
自
身
の
命
令
を
聞
く
男
性
が
多
数
存
在
す
る
と
想
像
で
き
る
が
、
女
房
は
自
分
自
身
で
ひ
さ
を
折
檻
し
た
。
ま
た
、

ひ
さ
は
死
し
て
な
お
、
自
分
で
恨
み
を
晴
ら
す
道
を
選
ん
だ
。
加
え
て
言
え
ば
、
本
話
で
は
商
家
の
主
人
や
ひ
さ
の
恋
人
の
庄
吉

と
い
う
、
事
件
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
は
ず
の
男
性
で
さ
え
、
そ
の
姿
は
限
り
な
く
薄
め
ら
れ
て
い
る
。
主
人
は
登
場
も
せ
ず
、

庄
吉
は
ひ
さ
の
復
讐
の
場
面
を
夢
に
見
る
以
外
、
大
事
な
場
面
で
の
役
割
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
男
性
の
排
除
、

言
い
換
え
れ
ば
女
性
性
の
強
化
は
、
死
後
の
ひ
さ
を
見
て
い
く
中
で
も
表
れ
て
く
る
。

　
ひ
さ
の
死
骸
は
水
脈
を
通
っ
て
秋
志
野
ま
で
た
ど
り
着
く
。
櫛
名
田
姫
や
松
浦
佐
用
姫
の
例
の
よ
う
に
、
水
は
古
く
か
ら
女
性

と
関
連
の
深
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
宮
本
氏
の
論）

4
（

に
あ
る
よ
う
に
、
ひ
さ
が
身
に
着
け
て
い
た
如
来
像
も
女

性
救
済
の
寺
と
し
て
有
名
な
善
光
寺
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
本
話
は
、
一
貫
し
て
女
性
だ
け
の
報
復
譚
が
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
女
房
は
ひ
さ
を
折
檻
す
る
際
、「
形
、
人
並
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
い
た
づ
ら
を
す
る
な
れ
ば
目
の
前
に
思
ひ
し
ら
せ
ん
」
と
言
い
、
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頰
に
火
箸
を
押
し
当
て
た
。
対
し
て
ひ
さ
は
、
女
房
の
頰
に
焼
金
を
押
し
当
て
「
今
ぞ
思
ひ
を
晴
ら
し
け
る
ぞ
」
と
言
う
。
自
分

が
さ
れ
た
仕
打
ち
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
や
り
返
し
て
い
る
の
だ
。
厳
密
に
は
ひ
さ
は
女
房
に
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
頰
を

傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
美
し
さ
を
失
い
、
そ
れ
に
絶
望
し
て
自
ら
死
を
選
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
さ
の
恨
み
は
〈
美
し
さ
を
奪

わ
れ
た
〉
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
女
房
に
同
じ
こ
と
を
や
り
返
し
、
今
度
は
女
房
の
美
し
さ
を
奪
い
、
同
じ
絶
望
を
味
わ
わ

せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。
つ
ま
り
本
話
に
お
け
る
女
性
同
士
の
争
い
の
中
心
に
あ
る
の
は
〈
美
し
さ
〉
な
の
で
あ
る
。

　
先
に
挙
げ
た
男
性
の
力
を
借
り
た
報
復
譚
で
は
、
恨
み
の
動
機
に
男
性
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
本
話
の
二
人
の
動
機
に

は
、
男
性
の
姿
は
な
い
。
ひ
さ
が
恋
人
を
つ
く
っ
た
と
い
う
き
っ
か
け
は
あ
る
が
、
女
房
は
ひ
さ
の
美
貌
そ
の
も
の
に
嫉
妬
し
た

の
で
あ
る
し
、
ひ
さ
も
女
房
に
美
貌
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
強
い
恨
み
を
抱
い
た
。
二
人
が
抱
く
〈
美
し
さ
〉
へ
の
強
い
感
情
は
、

女
性
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
水
脈
も
善
光
寺
も
、
女
性
に
力
を
与
え
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
一
貫
し
て
報
復
か
ら
男
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、〈
美
し
さ
〉
と
い
う
女
性
だ
け
が
持
つ
問
題
に
対
し
、
女
性

が
男
性
の
力
を
必
要
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
美
し
さ
〉
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
男
性

は
介
入
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
、
美
し
さ
を
失
っ
た
ひ
さ
が
「
女
の
身
に
し
て
は
、
こ
の
か
な
し
さ
、
大
方
乱
気
に

な
っ
て
」、
庄
吉
に
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
慰
め
と
せ
ず
、「
世
に
な
が
ら
へ
て
も
、
せ
ん
な
し
」
と
自
殺
を
し
た
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
恋
人
が
い
よ
う
と
も
、「
女
の
身
」
に
と
っ
て
、〈
美
し
さ
〉
を
な
く
す
こ
と
は
耐
え
難
い
苦
し
み
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
西
鶴
は
こ
の
一
編
に
お
い
て
、〈
美
し
さ
〉
を
女
性
だ
け
の
問
題
と
し
、
女
性
同
士
の
一
対
一
の
争
い
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
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一
─
二
、
巻
四
の
二
「
忍
び
扇
の
長
歌
」

　
巻
四
の
二
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
上
野
に
て
、
下
級
武
士
の
醜
い
男
が
大
名
の
美
し
い
姪
に
恋
を
し
た
。
男
が
姫
の
屋
敷
で
奉
公
す
る
う
ち
、
姫
も
男
を
愛
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
姫
は
「
私
を
連
れ
て
逃
げ
て
ほ
し
い
」
と
男
に
長
歌
を
書
い
た
扇
を
贈
り
、
二
人
は
駆
け
落
ち
し
た
。
そ
の
後

慎
ま
し
く
暮
ら
し
て
い
た
が
、
半
年
後
に
見
つ
か
り
、
男
は
処
刑
さ
れ
た
。
姫
は
切
腹
を
迫
ら
れ
る
が
、「
女
が
一
人
の
男
を
持

つ
こ
と
は
不
義
で
は
な
い
。
ま
た
身
分
の
低
い
相
手
と
結
婚
す
る
こ
と
は
、
昔
か
ら
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
亡
き

男
の
た
め
に
髪
を
下
ろ
し
た
。

　
こ
の
一
編
は
数
多
く
の
先
行
研
究
で
、
典
拠
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
金
井
寅
之
助
氏
が
「
矢
都
姫
事
件
」
と
い
う
天
和

元
年
（
一
六
八
一
）
の
実
在
の
事
件
を
も
と
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
ほ
か）

5
（

、
宗
政
五
十
緒
氏
が
『
更
級
日
記
』
の
「
竹
芝
寺
縁
起

譚
」
が
典
拠
で
あ
る
と
論
じ
た）

6
（

こ
と
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
後
も
多
数
の
典
拠
説
が
あ
る）

7
（

。
し
か
し
本
稿
で
は
、
身
分
差
の
あ
る

男
女
の
恋
愛
は
普
遍
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
考
え
、
典
拠
の
明
確
化
は
行
わ
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
先
行
研
究
で
注
目
さ
れ
て

き
た
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
、
姫
の
不
義
に
対
す
る
主
張
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
し
て
考
え
た
い
。

　
姫
は
男
に
、
長
歌
を
書
い
た
扇
で
駆
け
落
ち
の
誘
い
を
し
た
。
古
典
の
世
界
に
お
い
て
恋
に
歌
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
時

代
は
近
世
、
そ
れ
も
相
手
は
下
級
武
士
で
あ
り
、
歌
を
通
し
て
心
を
通
わ
せ
る
と
い
う
行
為
は
現
実
味
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
長
歌
を
重
友
氏
は
「
異
常
な
方
法
」
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
品
に
「
一
段
の
滑
稽
味
が
盛
ら
れ
て
、
読
者
の
共
笑
が
求
め

ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る）

8
（

。
身
分
の
低
い
男
に
対
し
、
上
級
階
級
の
や
り
方
で
求
愛
す
る
と
い
う
行
動
が
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
そ
こ
に

笑
い
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
場
違
い
な
「
長
歌
」
は
、
身
分
違
い
の
恋
を
描
い
た
が
ゆ
え
に
生
ま
れ
る
、
独
自
性
の

あ
る
ユ
ー
モ
ア
な
の
だ
。
そ
し
て
同
時
に
姫
の
考
え
方
、
性
格
を
も
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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身
分
違
い
と
い
う
型
破
り
な
恋
を
し
な
が
ら
、
そ
の
方
法
は
あ
く
ま
で
古
典
的
、
伝
統
的
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
彼
女
の
伝
統
を

大
切
に
す
る
価
値
観
が
感
じ
ら
れ
る
。
姫
の
中
に
は
伝
統
的
な
価
値
観
と
、
自
分
の
恋
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
い
う
強
い
意
志
の
両

方
が
共
存
し
て
い
る
の
だ
。

　
ま
た
駆
け
落
ち
し
た
後
の
暮
ら
し
に
も
、
同
じ
よ
う
な
ち
ぐ
は
ぐ
な
行
動
が
見
て
取
れ
る
。
慎
ま
し
い
生
活
の
中
で
姫
は
洗
濯

に
勤
し
む
の
だ
が
、
本
文
に
「
手
な
れ
た
ま
は
ぬ
、
す
す
ぎ
せ
ん
だ
く
、
見
る
目
も
い
た
は
し
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

し
た
こ
と
も
な
い
家
事
に
苦
労
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
場
面
の
挿
絵
に
つ
い
て
、
井
上
敏
幸
氏
は
「
姫
君
の
姿
は
、
零
落
れ
は

て
た
生
活
を
し
い
ら
れ
て
い
る
人
と
し
て
は
、
す
こ
し
美
し
過
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た）

9
（

。
洗
濯
と
高
貴
な
身
な

り
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
先
の
長
歌
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
下
級
武
士
へ
の
愛
の
告
白
に
長
歌
を
用
い
る
滑
稽
さ
と
、
そ
ぐ

わ
な
い
格
好
で
洗
濯
を
す
る
滑
稽
さ
、
二
つ
が
本
話
の
中
で
対
応
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
伝
統
的
な
価
値
観
を
持
つ
本

来
の
姫
の
立
場
な
ら
、
洗
濯
を
は
じ
め
と
し
た
家
事
を
す
る
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
、
古
来
の
「
雅
」
を
大
事
に
し
て
い
た
姫
は
、

男
と
暮
ら
す
こ
と
で
「
俗
」
な
人
間
へ
と
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
身
分
の
低
い
相
手
に
ま
で
雅
な
方
法
で
求
愛
し
た
姫
が
、
そ
の

男
の
た
め
に
俗
な
行
動
を
と
る
、
そ
の
落
差
こ
そ
が
本
話
の
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
こ
こ
ま
で
を
ふ
ま
え
、
姫
が
最
後
に
主
張
し
た
内
容
を
確
認
し
た
い
。
周
り
に
不
義
を
責
め
ら
れ
た
姫
は
、「
夫
あ
る
女

の
、
外
に
男
を
思
ひ
、
ま
た
は
死
に
別
れ
て
、
後
夫
を
求
む
る
こ
そ
、
不
義
と
は
申
す
べ
し
」、「
又
下
々
を
取
り
あ
げ
、
縁
を
組

み
し
事
は
、
む
か
し
よ
り
た
め
し
あ
り
」
と
主
張
し
、「
我
す
こ
し
も
不
義
に
は
あ
ら
ず
」
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
生
に
一
人

の
男
と
結
婚
す
る
こ
と
こ
そ
正
し
く
、
身
分
差
の
あ
る
恋
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
か
ら
不
義
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
。

　
先
行
研
究
に
お
い
て
、
姫
の
こ
の
意
見
は
一
つ
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
既
存
の
価
値
観
に
異
を
唱
え
る
挑
戦
的
な
も
の
と
し

て
評
価
さ
れ
て
き
た）

10
（

。
し
か
し
こ
の
主
張
に
は
、
実
は
二
つ
の
相
反
す
る
価
値
観
が
共
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
再
婚
を
許
さ
な
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い
〈
女
の
一
生
に
一
人
の
男
〉
と
、
身
分
差
の
関
係
な
い
〈
自
由
恋
愛
〉
と
い
う
二
つ
の
意
見
で
あ
る
。

　
当
時
の
再
婚
は
、
堀
切
実
氏
が
詳
細
に
論
じ
た）

11
（

よ
う
に
、
町
人
、
武
家
と
も
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
夫
に
先
立
た
れ

た
場
合
の
ほ
か
に
、
相
性
や
そ
の
他
の
理
由
か
ら
離
縁
し
、
新
た
な
縁
を
求
め
る
こ
と
も
頻
繁
に
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た

状
況
の
中
で
の
〈
女
の
一
生
に
一
人
の
男
〉
は
、
古
い
理
想
論
で
あ
り
、
当
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
い

わ
ば
中
世
的
な
、
一
つ
前
の
価
値
観
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
〈
自
由
恋
愛
〉
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
姫
の
発
言
が
進
歩
的
と
評
さ
れ
た
の
は
、
こ
の

部
分
が
要
因
で
あ
る
。
自
分
よ
り
は
る
か
に
身
分
の
低
い
男
と
結
婚
す
る
こ
と
は
中
世
的
な
規
範
か
ら
す
れ
ば
新
し
く
、
挑
戦
的

な
行
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
姫
は
本
来
、
古
い
価
値
観
を
大
事
に
し
て
い
る
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
は
、
自
分
の
正

当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
身
分
の
低
い
男
を
愛
し
て
し
ま
っ
た
自
分
を
正
当
化
す
る
た
め
、
苦
し
紛
れ
に
生
み
出
さ
れ

た
論
理
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
苦
し
紛
れ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
来
中
世
的
な
価
値
観
を
持
つ
姫
に
と
っ
て
男
と
の
恋
愛
は
、
自
分
の
価
値

観
が
揺
ら
い
で
し
ま
い
そ
う
な
危
機
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
姫
は
、「
下
々
を
取
り
あ
げ
、
縁
を
組
み
し
事
は
、
む
か
し
よ
り
た
め

し
あ
り
」
と
い
う
理
屈
で
、
自
分
の
本
来
の
価
値
観
と
〈
自
由
恋
愛
〉
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
中
世
以
前
の
例
を
手
本

に
し
た
と
い
う
理
由
を
つ
け
れ
ば
、
姫
の
中
世
的
な
価
値
観
は
揺
ら
が
な
い
で
済
む
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
結
婚
の
例
は
英
雄
譚

な
ど
に
お
け
る
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
不
義
で
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
材
料
に
は
足
り
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
姫

の
主
張
は
矛
盾
を
孕
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
姫
の
内
面
の
葛
藤
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
葛
藤
は
、
先
に
述
べ
た
長
歌
と
洗
濯
の
対
比
に
も
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
大
事
に
し
て
き
た
中
世
的
な
価

値
観
を
、
無
理
や
り
俗
で
近
世
的
な
も
の
に
転
化
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
姫
の
男
へ
の
思
い
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
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　「
忍
び
扇
の
長
歌
」
は
矛
盾
を
孕
む
彼
女
の
主
張
を
通
し
、
中
世
か
ら
近
世
に
移
り
変
わ
る
時
代
の
中
で
、
当
時
の
女
性
た
ち

が
葛
藤
し
、
複
雑
な
価
値
観
を
持
ち
な
が
ら
生
き
て
い
た
こ
と
を
表
し
た
一
編
で
あ
る
だ
ろ
う
。

一
─
三
、
巻
五
の
四
「
闇
の
手
が
た
」

　
巻
五
の
四
「
闇
の
手
が
た
」
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
越
後
の
今
川
采
女
は
故
郷
で
殺
人
を
犯
し
、
逃
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
馴
染
み
を
重
ね
た
女
に
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し

い
と
懇
願
さ
れ
、
采
女
は
仕
方
な
く
女
を
連
れ
て
い
く
。
道
中
、
野
の
は
ず
れ
の
一
軒
家
に
宿
泊
し
た
。
一
方
、
木
曾
の
赤
鬼
と

呼
ば
れ
る
暴
れ
者
は
仲
間
に
「
旅
人
が
連
れ
る
女
に
一
目
惚
れ
を
し
た
。
何
と
し
て
も
思
い
を
遂
げ
た
い
」
と
涙
な
が
ら
に
訴
え

た
。
そ
の
夜
、
木
曾
の
赤
鬼
た
ち
は
采
女
た
ち
の
宿
泊
す
る
一
軒
家
に
押
し
入
り
、
家
中
の
者
を
縄
で
縛
り
、
女
に
乱
暴
を
働
い

た
。
采
女
と
女
は
奉
行
に
訴
え
る
が
、「
手
掛
か
り
が
な
い
か
ら
調
べ
ら
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
す
る
と
女
は
「
私
に
思
う
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ
の
宿
場
中
の
男
を
皆
集
め
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
男
た
ち
が
集
ま
る
と
、
女
は
「
こ
の
中
に
、
背
中

に
鍋
炭
の
手
形
が
つ
い
た
者
が
い
る
は
ず
で
す
」
と
言
い
、
調
べ
る
と
、
犯
人
で
あ
る
十
八
人
が
明
ら
か
と
な
り
、
死
刑
と
な
っ

た
。
慌
た
だ
し
い
中
で
よ
く
と
っ
さ
に
手
形
を
つ
け
た
と
、
女
は
知
恵
を
褒
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
采
女
と
女
は
こ
れ
ま
で
の
因

果
応
報
だ
と
し
、
刺
し
違
え
て
死
ん
だ
。

　
本
話
の
典
拠
に
つ
い
て
井
上
敏
幸
氏
に
よ
る
と
、
大
筋
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
の
二
十
三
「
妻
ヲ
具
シ
テ
丹
波
ノ
国
二

行
シ
男
大
江
山
ニ
シ
テ
縛
ラ
レ
タ
ル
語
」
か
ら
、
女
が
手
形
を
つ
け
る
と
い
う
展
開
は
馮
夢
竜
著
の
『
知
囊
』
巻
の
十
・
察
智
部

詰
奸
に
見
え
る
「
僧
寺
ニ
子
ヲ
求
ム
」
か
ら
用
い
た
と
い
う）

12
（

。
ど
ち
ら
も
本
話
の
舞
台
設
定
と
よ
く
似
通
っ
て
お
り
、
典
拠
と
考

え
て
良
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
受
け
た
う
え
で
、
本
話
の
印
象
的
な
冒
頭
文
に
注
目
し
た
い
。
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　「
闇
の
手
が
た
」
の
冒
頭
は
「
美
女
は
身
の
敵
と
、
む
か
し
よ
り
申
伝
へ
し
。
お
も
ひ
あ
た
る
事
ぞ
か
し
」
と
い
う
一
文
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
男
性
に
と
っ
て
美
女
は
敵
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
言
葉
に
注
目
し
、「
闇
の
手
が
た
」
に
お
け
る
男
性
か
ら

見
た
女
性
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
ま
ず
主
人
公
の
采
女
に
と
っ
て
、
共
に
旅
を
す
る
女
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
采
女
は
人
を
殺
し
た
罪
人
で
あ
る
。

親
類
は
お
ら
ず
、
逃
げ
る
の
に
都
合
の
良
い
身
の
上
で
あ
っ
た
が
、
馴
染
み
の
女
が
一
人
い
た
。
こ
の
こ
と
は
本
文
で
「
親
類
の

な
き
事
、
か
や
う
の
時
の
、
よ
ろ
こ
び
な
り
し
に
、
な
げ
き
あ
り
。
此
二
と
せ
あ
ま
り
、
あ
い
な
れ
し
女
、
此
別
れ
を
か
な
し
み
、

何
国
迄
も
と
、
袖
に
す
が
れ
ば
、
是
非
な
く
つ
れ
て
」
と
書
か
れ
る
。

　
女
が
「
な
げ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
留
意
し
た
い
点
で
あ
る
。「
是
非
な
く
つ
れ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
采
女
は
本
来
女
を

連
れ
て
い
く
気
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
逃
亡
の
際
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
に
身
軽
な
行
動
を
し
た
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
わ
ば
余
計
な
「
荷
物
」
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
女
は
采
女
に
と
っ
て
、
言
葉
は
悪
い
が
、
足
手
ま
と
い
と
言

え
る
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
な
げ
き
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
の
よ
う
な
否
定
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

　
そ
う
し
て
女
を
連
れ
て
逃
げ
た
こ
と
で
、
采
女
は
思
い
が
け
な
い
災
難
に
遭
う
こ
と
に
な
る
。
女
に
一
目
惚
れ
し
た
木
曾
の
赤

鬼
に
暴
行
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
赤
鬼
た
ち
は
何
も
盗
ま
ず
、
目
的
は
あ
く
ま
で
女
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
逆
に
言
え
ば
、
女
さ
え

い
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。
采
女
の
立
場
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
た
だ
で
さ
え
足
手
ま
と
い
に

思
っ
て
い
た
女
の
せ
い
で
、
実
際
に
大
き
な
被
害
を
被
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
は
最
後
、
采
女
と
女
は
「
是
迄
の
因
果
」
と
、
刺
し
違
え
て
死
ぬ
。
こ
う
し
て
被
害
に
遭
っ
た
の
は
今
ま
で
の
罪
の
因

果
応
報
だ
と
思
い
、
死
ぬ
道
を
選
ん
だ
の
だ
。「
是
迄
」
と
は
、
具
体
的
に
は
采
女
が
犯
し
た
殺
人
の
罪
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
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罪
が
、
木
曾
の
赤
鬼
に
よ
る
事
件
と
い
う
形
で
返
っ
て
き
た
と
悲
観
し
た
の
だ
。
つ
ま
り
二
人
は
事
件
に
遭
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、

死
ぬ
決
意
を
し
た
の
で
あ
る
。
人
知
れ
ず
逃
げ
切
ろ
う
と
し
て
い
た
采
女
は
、
女
に
運
命
を
狂
わ
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
木
曾
の
赤
鬼
に
と
っ
て
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
木
曾
の
赤
鬼
は
女
を
一
目
見
て
恋
に
落
ち
、「
命
に

替
て
と
も
」、
女
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
事
件
を
起
こ
し
た
。
身
勝
手
な
解
釈
を
す
れ
ば
、
女
が
美
し
か
っ
た
せ
い
で
木
曾

の
赤
鬼
は
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
は
死
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
命
に
替
て
と
も
」
と
言
っ
た
こ
と
が
現
実

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
木
曾
の
赤
鬼
の
立
場
に
な
っ
て
み
れ
ば
、「
命
に
替
て
」
と
ま
で
思
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
女
こ
そ
、

死
の
原
因
で
あ
り
「
身
の
敵
」
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
采
女
と
木
曾
の
赤
鬼
、
二
人
の
男
性
の
目
線
か
ら
本
話
の
物
語
を
追
う
と
、
事
件
に
関
し
て
二
人
は
被
害
者
と
加
害
者
と
い
う

正
反
対
の
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
に
陥
っ
た
原
因
は
ど
ち
ら
も
女
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
闇
の
手
が
た
」
は
、
男
性

に
と
っ
て
の
女
性
と
い
う
脅
威
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
そ
れ
に
加
え
、
女
性
の
対
抗
心
や
感
情
も
描
い
て
い
る
。
女
が
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
頭
脳
で
男
性
を
翻
弄
し
た
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
暗
闇
の
中
で
と
っ
さ
に
背
中
に
鍋
炭
の
手
形
を
付
け
た
こ
と
で
、
女
は
木
曾
の
赤
鬼
た
ち
に
報
い
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
手
形
は
、
典
拠
に
は
な
か
っ
た
女
性
の
抵
抗
の
証
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
曾
の
赤
鬼
に
と
っ
て
も
、
采
女
に
と
っ
て
も
想

定
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
木
曾
の
赤
鬼
に
と
っ
て
、
こ
の
証
は
ま
さ
に
自
分
の
命
を
失
う
原
因
と
な
っ
た
。
西
鶴
は
女
性
の

美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
機
転
の
利
く
賢
さ
も
男
性
の
脅
威
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
話
の
独
自
性
で

あ
り
、
当
代
女
性
の
強
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
男
性
に
と
っ
て
女
性
は
想
定
外
の
出
来
事
を
起
こ
す
得
体
の
し
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、「
美
女
は
〈
男
の
〉
身
の
敵
」
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と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
鶴
の
人
間
に
対
す
る
広
く
深
い
視
野
が
、
よ
く
反
映
さ
れ
た
作
品
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

一
─
四
、〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
女
性
の
力

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
三
作
品
の
女
性
の
行
動
に
注
目
す
る
と
、
い
ず
れ
も
女
性
の
〈
感
情
〉
が
強
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
に
は
、
ひ
さ
と
女
房
の
持
つ
〈
美
し
さ
〉
へ
の
感
情
が
描
か
れ
た
。
特
に
ひ
さ
の
行
動
は
非
常
に
力
強
い
。

　「
忍
び
扇
の
長
歌
」
に
は
、
中
世
的
な
価
値
観
が
残
る
近
世
当
時
の
、
理
想
と
現
実
と
の
間
で
揺
れ
動
く
女
性
の
感
情
が
リ
ア

ル
に
描
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
価
値
観
を
曲
げ
て
で
も
相
手
へ
の
思
い
を
貫
こ
う
と
す
る
、
姫
の
強
い
感
情
や
意
志
が
表
れ
て
い

る
。

　「
闇
の
手
が
た
」
は
、
男
性
に
と
っ
て
の
女
性
の
恐
ろ
し
さ
を
「
美
女
は
身
の
敵
」
と
い
う
言
葉
で
集
約
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

女
に
は
名
前
も
与
え
ら
れ
ず
、
一
見
す
る
と
主
体
性
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
女
の
行
動
に
も
強
い
感
情
が
見
え
る
。
彼

女
は
木
曾
の
赤
鬼
に
襲
わ
れ
た
際
、
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
の
で
は
な
く
、
反
抗
心
か
ら
背
中
に
手
形
を
付
け
た
。
そ
れ
を
奉
行

に
申
し
出
、
見
事
に
犯
人
を
暴
く
姿
は
頼
も
し
く
、
彼
女
の
賢
さ
と
反
抗
心
の
強
さ
が
見
え
る
。

　
以
上
三
話
に
登
場
す
る
女
性
は
、
特
定
の
感
情
を
強
く
抱
き
、
そ
の
感
情
を
原
動
力
に
自
分
自
身
で
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。

こ
の
女
性
た
ち
の
強
さ
は
、〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。
ま
た
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
感
情
の
多
様
さ

で
あ
る
。

　「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
の
ひ
さ
は
、
美
し
さ
へ
の
こ
だ
わ
り
や
プ
ラ
イ
ド
か
ら
、
恨
み
と
い
う
感
情
を
持
っ
た
。「
忍
び
扇
の
長
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歌
」
の
姫
は
、
想
定
外
の
恋
を
半
ば
無
理
や
り
に
正
当
化
す
る
ほ
ど
、
相
手
を
愛
す
る
感
情
を
持
っ
て
い
た
。「
闇
の
手
が
た
」

の
女
に
は
、
男
性
か
ら
の
暴
行
に
屈
さ
ず
に
、
知
恵
を
働
か
せ
る
反
抗
心
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
は
、
女
性
が
様
々
な
感
情
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
感
情
を
糧
に
自
分
で
行
動
に
う

つ
す
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
女
性
が
主
体
的
に
動
く
西
鶴
の
作
品
と
し
て
、
ほ
か
に
『
好
色
五
人
女
』
が
あ
る
。
し
か

し
こ
の
作
品
の
女
性
た
ち
は
、
お
七
が
吉
三
郎
を
恋
焦
が
れ
る
思
い
か
ら
火
事
を
起
こ
し
た
よ
う
に
、
多
く
は
男
性
へ
の
恋
慕
の

感
情
が
行
動
の
動
機
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
女
性
た
ち
は
多
様
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
。

　
特
に
興
味
深
い
の
は
、「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
の
ひ
さ
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
彼
女
は
〈
美
し
さ
〉
と
い
う
女
性
だ
け

の
問
題
の
た
め
に
自
ら
死
を
選
び
、
の
ち
に
復
讐
を
果
た
し
た
。『
好
色
五
人
女
』
の
各
話
の
主
人
公
や
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の

姫
が
抱
い
た
の
は
男
性
に
恋
す
る
感
情
だ
っ
た
の
に
対
し
、
ひ
さ
は
女
房
と
い
う
同
じ
女
性
に
対
し
て
強
い
感
情
を
持
っ
た
。
恋

人
に
頼
ろ
う
と
せ
ず
に
自
殺
を
し
た
こ
と
か
ら
、
恋
人
へ
の
思
い
よ
り
も
女
房
へ
も
恨
み
の
方
が
勝
っ
て
い
る
と
も
思
え
る
。
女

性
が
同
じ
女
性
に
対
し
、
男
性
の
介
入
な
く
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
い
感
情
を
向
け
る
さ
ま
を
描
い
た
の
は
、
非
常
に
鋭
い
視

点
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ひ
さ
の
感
情
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
怪
異
譚
と
い
う
か
た
ち
も
効
果
的
に
響
い
て
い
る
。

火
車
に
乗
り
女
房
を
傷
つ
け
る
復
讐
を
す
る
ひ
さ
は
恐
ろ
し
く
、
女
性
の
持
つ
感
情
の
強
さ
を
、
よ
り
凄
み
を
持
っ
て
伝
え
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
話
は
当
代
女
性
の
持
つ
感
情
と
、
怪
異
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
そ
の
思
い
の
強
さ
を
強
調
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
以
上
の
三
話
は
、
女
性
の
多
様
な
感
情
を
西
鶴
の
鋭
い
視
点
で
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、〈
感

情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
女
性
の
力
が
一
貫
し
て
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
各
話
に
描
か
れ
た
感
情
は
多
様
な
も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
男
性
が
少
な
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か
ら
ず
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
恋
す
る
気
持
ち
で
は
な
く
と
も
、「
闇
の
手
が
た
」
は
男
性
へ
の

反
抗
心
で
あ
る
し
、
ひ
さ
も
恋
人
を
も
っ
た
こ
と
が
折
檻
さ
れ
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
完
全
に
女
性
だ
け
の
人
間
関
係
や
事
件

は
、
近
世
当
時
に
は
発
想
さ
れ
づ
ら
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
基
本
的
に
男
性
主
体
の
社
会
に
お
い
て
、
女
性
を
描
く
際
に
は
男
性
の

か
か
わ
り
が
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
前
提
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
女
性
の
力
─
─
「
紫
女
」・「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」

　
前
章
で
、
女
性
に
は
〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
力
が
あ
り
、
各
話
の
中
で
そ
れ
が
描
か
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
で
は
ほ

か
の
女
性
が
活
躍
す
る
話
に
は
、
そ
の
力
は
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
二
つ
の
話
を
扱
う
。

二
─
一
、
巻
三
の
四
「
紫
女
」

　
巻
三
の
四
「
紫
女
」
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
筑
前
国
に
、
山
奥
で
暮
ら
す
遁
世
者
の
伊
織
と
い
う
男
が
い
た
。
あ
る
と
き
、
伊
織
の
も
と
に
紫
色
の
着
物
を
着
た
美
し
い
女

性
が
現
れ
た
。
女
に
誘
惑
さ
れ
た
伊
織
は
、
そ
れ
ま
で
の
志
を
忘
れ
て
契
り
、
夜
ご
と
に
二
人
は
逢
瀬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
次
第
に
伊
織
は
衰
弱
し
、
懇
意
の
医
師
に
見
咎
め
ら
れ
る
。
医
師
は
伊
織
の
話
を
聞
き
「
そ
の
女
は
世
に
い
う
紫
女
に
違
い

な
い
。
紫
女
は
人
の
血
を
吸
い
、
命
を
奪
っ
た
例
も
あ
る
」
と
、
彼
女
を
斬
る
よ
う
に
言
っ
た
。
正
気
に
戻
っ
た
伊
織
は
そ
の
夜
、

紫
女
を
斬
り
つ
け
る
。
女
は
洞
穴
へ
逃
げ
去
り
、
そ
の
後
も
姿
を
現
し
た
が
、
国
中
の
修
行
者
が
集
ま
っ
て
弔
う
と
消
え
た
。
伊

織
は
危
う
い
命
を
助
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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　「
紫
女
」
の
典
拠
は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
六
）
刊
の
浅
井
了
意
著
『
伽
婢
子
』
巻
三
の
三
「
牡
丹
灯
籠
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

話
の
類
似
性
か
ら
こ
の
作
品
が
典
拠
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
井
上
敏
幸
氏
は
こ
の
よ
う
な
怪
異
譚
は
「
ど
こ
に
で
も
転
が
っ

て
い
る
」
と
し
、
例
に
『
伽
婢
子
』
の
数
話
を
類
話
と
し
て
挙
げ
た）

13
（

。
本
稿
で
は
そ
の
類
話
を
も
と
に
、「
紫
女
」
固
有
の
特
徴

を
探
り
た
い
。

　
井
上
氏
が
挙
げ
た
類
話
は
、「
牡
丹
灯
籠
」
の
ほ
か
、
巻
二
の
三
「
狐
の
妖
怪
」、
巻
七
の
四
「
中
有
魂
形
化
契
（
ち
う
う
の
た

ま
し
い
か
た
ち
け
し
て
ち
ぎ
る
）」、
巻
七
の
五
「
死
亦
契
（
し
ゝ
て
ま
た
ち
ぎ
る
）」、
巻
十
の
三
「
祈
て
幽
霊
に
契
る
」
の
五
話

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
〈
男
が
幽
霊
も
し
く
は
狐
と
契
る
〉
と
い
う
筋
が
共
通
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
「
紫
女
」
だ
け
に
見
ら
れ
た
特
徴
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
が
遁
世
者
と
い
う
点
で
あ
る
。『
伽
婢
子
』
各

話
の
主
人
公
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
普
通
の
生
活
を
送
り
、
女
性
と
契
る
こ
と
は
禁
忌
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
「
紫
女
」
の
伊
織
は
、
自
ら
を
律
し
女
性
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
い
る
男
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
徹
底
し
た
様
子
は
、

本
文
に
「
磯
く
さ
き
風
を
も
嫌
」
う
と
あ
る
ほ
ど
で
、
伊
織
に
と
っ
て
女
性
と
の
交
流
は
禁
忌
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実

際
に
、
伊
織
が
紫
女
の
誘
惑
に
陥
落
し
た
場
面
に
は
「
年
月
の
心
ざ
し
を
忘
れ
」
と
書
か
れ
る
。

　
ま
た
伊
織
は
医
者
紫
女
の
正
体
を
知
ら
さ
れ
た
際
、「
お
ろ
か
な
る
心
を
取
り
な
ほ
し
、
い
か
に
も
〳
〵
、
し
る
べ
し
も
な
き
、

美
女
の
通
ふ
は
お
そ
ろ
し
」
と
言
う
。
こ
の
「
お
ろ
か
な
る
心
」
と
い
う
言
葉
は
伊
織
が
女
の
誘
惑
に
乗
り
禁
忌
を
犯
し
た
心
を

示
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
伊
織
が
遁
世
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
そ
れ
ま
で
の
類
話
で
は
あ
り
ふ
れ
た
筋
だ
っ
た
話
を
、「
紫
女
」
は
男
を
遁
世
者
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
禁
欲
生

活
を
送
る
男
で
さ
え
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
女
の
恐
ろ
し
さ
を
描
く
新
し
い
話
に
展
開
し
た
の
だ
。

　
本
話
は
前
項
で
述
べ
た
三
話
と
は
異
な
り
、
仮
名
草
子
『
伽
婢
子
』
の
数
話
と
よ
く
似
通
っ
て
お
り
、
女
性
の
細
か
な
感
情
は
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描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
先
述
し
た
女
性
の
〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
力
を
大
筋
か
ら
見
出
す
の
は
難
し
い
。
し

か
し
、
本
話
の
紫
女
の
行
動
に
は
浮
世
草
子
ら
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
女
性
の
力
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
紫
女
は
伊
織
に
対
し
、
あ
か
ら
さ
ま
な
誘
惑
を
仕
掛
け
て
い
た
。「
牡
丹
灯
籠
」
を
は
じ
め
と
す
る
類
話
で
は
、
霊
の
女
性
の

美
し
さ
に
男
性
が
惹
か
れ
る
と
い
う
筋
は
あ
る
が
、
女
性
か
ら
の
積
極
的
な
誘
惑
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
押
し
入
る
よ

う
に
し
て
伊
織
の
家
に
上
が
り
、
寝
転
が
っ
て
自
ら
服
を
乱
す
紫
女
の
姿
は
、
好
色
物
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
を
も
彷
彿
と
さ
せ

る
。
そ
の
描
写
に
は
西
鶴
の
作
品
ら
し
い
、
男
の
滑
稽
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
井
上
氏
も
言
及
し
、
本
話
で
は
そ

れ
ま
で
の
類
話
と
は
違
っ
て
「
幽
霊
が
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
悪
ふ
ざ
け
で
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
」
と
し
、
こ
れ
を
仮
名
草
子
と
浮

世
草
子
の
違
い
で
あ
る
と
し
て
、「
西
鶴
の
豊
か
な
連
想
力
と
確
呼
た
る
構
成
力
」
の
表
れ
だ
と
述
べ
た）

14
（

。

　
こ
の
話
の
も
う
ひ
と
つ
の
独
自
性
は
、
幽
霊
も
し
く
は
妖
怪
で
あ
る
女
性
に
、
ま
る
で
生
き
て
い
る
当
代
女
性
の
よ
う
な
態
度

を
と
ら
せ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
西
鶴
の
同
時
期
の
作
品
『
好
色
五
人
女
』
や
『
好
色
一
代
女
』
と
い
う
好
色
物
の
よ
う
な
表
現

を
、
仮
名
草
子
ら
し
い
怪
異
譚
と
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
が
面
白
い
。
全
体
と
し
て
は
仮
名
草
子
の
よ
う
な
男
性
主
体
の
話
に
な
っ

て
い
る
が
、
紫
女
が
伊
織
と
契
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
強
引
に
誘
惑
す
る
姿
に
は
、
女
性
主
体
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
名
草
子
と
浮
世
草
子
、
両
方
の
特
徴
が
あ
る
点
が
、「
紫
女
」
の
魅
力
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
紫
女
の
行
動
か
ら
は
、
伊
織
と
契
る
と
い
う
意
思
の
強
さ
と
、
そ
れ
を
叶
え
よ
う
と
行
動
に
う
つ
す
力
を
感
じ
取

れ
る
。「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
や
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
、〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変

え
る
女
性
の
力
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
─
二
、
巻
一
の
二
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
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つ
づ
い
て
、
巻
一
の
二
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
条
小
反
橋
に
大
工
の
女
が
い
た
。
あ
る
秋
、
こ
の
女
大
工
は
御
所
に
呼
ば
れ
、
部
屋
を
壊
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
理
由
を
聞

く
と
、
名
月
の
夜
に
天
井
か
ら
四
つ
手
の
女
が
腹
這
い
で
現
れ
、
奥
さ
ま
に
近
づ
い
た
と
い
う
。
奥
さ
ま
は
夢
の
中
で
背
骨
に
釘

を
打
ち
込
ま
れ
る
思
い
を
し
た
と
話
す
が
、
そ
の
身
体
に
は
何
事
も
な
く
、
た
だ
畳
に
血
が
流
れ
て
い
た
。
安
倍
の
左
近
と
い
う

者
に
占
わ
せ
る
と
、「
こ
の
部
屋
の
中
に
災
い
の
元
が
あ
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
女
大
工
が
呼
ば
れ
、
部
屋
を
壊
し
て
調
べ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
大
工
が
最
後
に
御
祈
禱
の
札
を
外
す
と
、
七
枚
下
に
屋
守
が
釘
に
と
じ
ら
れ
た
ま
ま
生
き
て
い
た
。
そ

れ
を
煙
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
か
ら
は
何
事
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

　「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
典
拠
は
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
り
、
概
ね
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
典
拠
と
さ
れ
た
の
は
、

後
藤
興
善
氏）

15
（

、
江
本
裕
氏）

16
（

が
指
摘
し
た
『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽
獣
」
の
「
渡
辺
の
薬
師
堂
に
て
大
蛇
釘
付
ら
れ
て
六
十
余
年

生
き
た
る
事
」
と
、「
摂
津
国
ふ
き
や
の
下
女
昼
寝
せ
し
に
大
蛇
落
懸
か
る
事
」
の
二
編
で
あ
る
。
次
に
、
宗
政
五
十
緒
氏）

17
（

が
寛

文
十
年
（
一
六
七
〇
）
刊
『
醍
醐
随
筆
』
に
お
け
る
類
話
を
新
た
に
挙
げ
た
。

　
典
拠
の
ほ
と
ん
ど
は
「
生
き
物
が
釘
に
刺
さ
れ
た
ま
ま
生
き
て
い
た
」
と
い
う
点
で
「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
と
共
通
す
る
が
、

そ
の
中
で
女
大
工
が
登
場
す
る
の
は
本
話
の
み
で
あ
る
。
西
鶴
は
な
ぜ
、「
女
大
工
」
と
い
う
特
殊
な
職
業
を
創
作
し
た
の
だ
ろ

か
。

　
前
提
と
し
て
、
女
大
工
は
当
時
実
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
に
本
文
で
は
「
都
は
広
く
、
男
の
細
工
人
も
あ
る

に
、
何
と
て
女
を
雇
け
る
ぞ
」
と
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
、「
さ
れ
ば
御
所
方
の
奥
つ
ぼ
ね
…
…
す
こ
し
の
事
に
男
は
吟
味
も
む

つ
か
し
く
、
是
に
仰
せ
付
ら
れ
る
」
と
答
え
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
読
者
が
当
然
感
じ
る
で
あ
ろ
う
疑
問
を
自
ら
提
示
し
、

そ
れ
に
答
え
る
こ
と
で
、
実
在
し
な
い
職
業
の
女
性
が
い
る
こ
と
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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実
在
し
な
い
は
ず
の
女
大
工
は
、
本
話
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
、
そ
の
住
ま
い
で
あ

る
一
条
戻
り
橋
か
ら
渡
辺
綱
の
鬼
退
治
説
話
が
連
想
さ
れ
、
女
大
工
の
英
雄
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
宮
澤
昭
恵
氏
は
、

「
市
井
に
住
む
風
変
わ
り
な
女
と
い
う
だ
け
で
は
、
見
顕
わ
し
の
力
が
足
り
な
い
。
そ
こ
で
、
一
条
戻
り
橋
を
住
ま
い
と
す
る
こ

と
で
綱
説
話
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
、
英
雄
の
面
影
を
吸
い
上
げ
て
女
に
付
与
す
る
。
女
は
よ
り
強
大
な
力
を
背
景
に
持
つ
こ
と

で
怪
異
を
見
顕
わ
し
」
た
と
す
る）

18
（

。
冒
頭
に
一
条
戻
り
橋
の
名
が
出
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
に
英
雄
ら
し
さ
が
付
与

さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
が
英
雄
た
る
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
古
典
文
学
に
お
け
る
英
雄
譚
の
主
人
公
に
は
、
何
か
し
ら
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
一
寸
法
師
の
よ
う

に
小
さ
い
身
体
で
あ
っ
た
り
、
俵
藤
太
の
よ
う
に
弓
の
名
手
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
り
様
々
だ
が
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
〈
特
殊
能

力
〉
と
呼
ん
で
み
た
い
。
英
雄
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
殊
能
力
が
あ
り
、
そ
れ
を
活
か
し
て
相
手
を
倒
す
と
い
う
の
が
英
雄
譚

の
型
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
女
大
工
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
み
る
。
女
大
工
は
男
性
に
は
で
き
な
い
仕
事
を
、
女
性
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
受
け
持
っ

て
い
る
。
女
性
だ
か
ら
男
子
禁
制
の
御
所
へ
の
出
入
り
が
で
き
、
そ
の
中
で
も
特
に
警
備
の
厳
重
な
奥
さ
ま
の
寝
所
で
釘
を
打
つ

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
も
し
女
大
工
が
男
性
で
あ
れ
ば
、
御
所
に
入
れ
ず
、
怪
異
を
倒
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
女
の

〈
女
〉
と
い
う
性
別
は
特
殊
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
活
か
し
て
相
手
を
倒
す
と
い
う
構
造
が
成
り
立
つ
の
だ
。

　
ま
た
、
女
大
工
は
最
初
に
「
中
び
く
な
る
女
房
」
と
あ
る
以
外
、
女
性
ら
し
い
外
見
描
写
は
さ
れ
て
い
な
い
。
怪
異
に
悲
鳴
を

上
げ
た
奥
さ
ま
と
は
対
照
的
に
、
恐
れ
る
こ
と
な
く
祈
念
札
を
外
し
て
ヤ
モ
リ
を
焼
い
て
し
ま
う
大
胆
さ
は
、
英
雄
た
る
男
性
の

姿
に
近
い
。
こ
れ
ま
で
扱
っ
た
四
編
の
女
性
が
皆
美
女
と
し
て
描
か
れ
た
の
に
対
し
女
大
工
だ
け
が
醜
い
の
も
、
彼
女
の
男
性
性

を
強
調
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
つ
ま
り
女
大
工
は
本
質
的
に
は
男
性
で
あ
り
、
怪
異
を
倒
す
〈
特
殊
能
力
〉
と
し
て
、
女
性
と
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い
う
性
別
を
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
の
大
工
の
男
性
で
は
英
雄
た
る
要
素
に
欠
け
、
怪
異
を
倒
す
に
は
至
ら
な
い
。
大
工

を
英
雄
に
す
る
た
め
戻
り
橋
と
い
う
住
ま
い
も
要
素
と
し
て
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
〈
女
〉
と
い
う
性
別
こ
そ
、
彼

女
の
大
き
な
〈
特
殊
能
力
〉
だ
ろ
う
。

　
女
大
工
が
本
質
的
に
は
男
性
で
あ
る
た
め
に
、
本
話
に
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
女

性
の
力
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
〈
女
〉
と
い
う
性
別
を
〈
特
殊
能
力
〉
に
用
い
た
こ
と
こ
そ
、
西
鶴
が
女
性
の
持

つ
力
を
実
感
し
て
い
た
証
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西
鶴
は
女
性
に
何
か
し
ら
の
力
を
感
じ
て
い
て
、
そ
れ
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

作
り
に
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　「
紫
女
」
は
男
性
に
と
っ
て
の
女
性
の
脅
威
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
女
性
の
能
動
的
な
行
動
が
印
象
深
か
っ
た
。
ま
た
、

「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
女
大
工
は
、
そ
の
特
徴
か
ら
女
性
ら
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
か
え
っ
て
西
鶴
が
女
性
に
特
別

な
能
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
な
方
法
で
は
な
い
が
「
紫
女
」
お
よ
び
「
見
せ
ぬ
所
は
女

大
工
」
に
も
女
性
の
持
つ
力
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
位
置
づ
け

　『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
全
体
と
し
て
怪
異
短
編
集
で
あ
る
が
、
実
際
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
に
は
怪
異
的
要
素
の
な
い
も

の
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
扱
っ
た
五
話
に
も
、
怪
異
譚
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
両
方
が
あ
っ
た
。「
水
筋
の
ぬ
け
道
」、

「
紫
女
」、「
見
せ
ぬ
所
は
女
大
工
」
の
三
編
は
霊
や
化
け
物
が
登
場
す
る
が
、「
忍
び
扇
の
長
歌
」
と
「
闇
の
手
が
た
」
に
は
登
場

し
な
い
。
こ
う
し
て
怪
異
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
区
別
な
く
描
か
れ
て
い
る
の
も
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
興
味
深
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い
特
徴
で
あ
る
。

　
し
か
し
一
編
ず
つ
に
登
場
す
る
女
性
の
特
徴
に
注
目
す
れ
ば
、
怪
異
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
の
感
情
と
行
動
が
結
び
つ

い
て
事
件
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
鶴
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
怪
異
譚
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
異
様
な
事
件
の

裏
に
は
必
ず
人
間
の
感
情
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
仮
名
草
子
や
同
時
期
の
西
鶴
作
品
な
ど
と
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
関
わ
り
を
考
え
た
い
。

三
─
一
、
仮
名
草
子
『
伽
婢
子
』
と
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

　
ま
ず
仮
名
草
子
に
つ
い
て
、
西
鶴
が
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
『
伽
婢
子
』
と
の
関
連
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
伽
婢
子
』
と

の
比
較
は
二
章
の
「
紫
女
」
考
察
に
お
い
て
既
に
行
っ
て
い
る
が
、
改
め
て
整
理
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
二
章
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
紫
女
」
の
典
拠
は
『
伽
婢
子
』
の
「
牡
丹
灯
籠
」
お
よ
び
そ
の
類
話
で
あ
る
。
直
接
の
典
拠

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
牡
丹
灯
籠
」
と
、「
紫
女
」
を
改
め
て
比
較
す
る
と
、
や
は
り
最
も
大
き
な
違
い
は
主
人
公
の
人
物
像

だ
ろ
う
。

　「
牡
丹
灯
籠
」
の
主
人
公
荻
原
は
、
愛
す
る
妻
を
亡
く
し
た
ば
か
り
の
孤
独
な
男
で
あ
っ
た
。
本
文
に
も
「
愛
執
の
涙
袖
に
あ

ま
り
、
恋
慕
の
ほ
の
ほ
む
ね
を
こ
が
し
、
ひ
と
り
さ
び
し
き
窓
の
も
と
に
、
あ
り
し
世
の
事
共
思
ひ
つ
ゞ
く
る
に
、
い
と
ゞ
か
な

し
さ
か
ぎ
り
も
な
し
」
と
あ
り
、
荻
原
の
抱
え
る
寂
し
さ
の
大
き
さ
が
窺
え
る
。
霊
の
弥
子
は
そ
の
荻
原
の
孤
独
に
つ
け
込
ん
で

関
係
を
深
め
て
い
っ
た
。
も
し
荻
原
が
未
婚
の
男
性
で
あ
っ
た
な
ら
、
霊
に
憑
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
話
に
は
、

孤
独
を
抱
え
る
人
間
の
も
ろ
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
対
し
て
「
紫
女
」
の
主
人
公
伊
織
は
、
一
人
で
生
き
る
こ
と
を
自
分
で
選
択
し
た
遁
世
者
で
あ
っ
た
。
孤
独
を
感
じ
る
ど
こ
ろ
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か
、
女
性
と
の
関
わ
り
を
断
つ
こ
と
を
信
念
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
紫
女
の
色
香
に
迷
い
、
命
の

危
機
に
瀕
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
一
編
に
は
、
遁
世
者
で
さ
え
も
陥
っ
て
し
ま
う
女
性
の
魅
力
の
恐
ろ
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、「
牡
丹
灯
籠
」
が
荻
原
と
い
う
個
人
に
訪
れ
た
脅
威
を
描
い
た
の
に
対
し
、「
紫
女
」
は
誰
に
で
も
あ
り
得
る
脅
威
を

描
い
た
の
で
あ
る
。
荻
原
は
孤
独
と
い
う
隙
を
霊
に
与
え
て
し
ま
っ
た
が
、
伊
織
に
は
落
ち
度
は
な
か
っ
た
。「
紫
女
」
は
、
よ

り
無
差
別
的
な
怪
異
の
恐
ろ
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
。

　
付
け
加
え
る
と
、
荻
原
は
最
後
に
命
を
落
と
し
た
が
、
伊
織
は
無
事
だ
っ
た
と
い
う
点
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
牡
丹
灯
籠
」
が
怪
異
の
恐
ろ
し
さ
に
主
軸
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、「
紫
女
」
は
生
き
る
人
間
の
感
情
や
行
動
に
注
目
し
て
い

る
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
き
た
人
間
は
怪
異
に
絶
対
に
抗
え
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
心
の
強
さ
が
あ
れ
ば
立

ち
向
か
え
る
こ
と
を
「
紫
女
」
は
伝
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
人
間
に
も
怪
異
の
脅
威
は
存
在
す
る
が
、
感
情
を

強
く
持
て
ば
立
ち
向
か
え
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
伽
婢
子
』
巻
六
の
三
「
遊
女
宮
木
野
」
に
も
注
目
し
た
い
。
夫
の
留
守
中
に
命
を
落
と
し
た
女
性
の
悲
劇
の
物
語
で
、

『
雨
月
物
語
』
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
典
拠
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
遊
女
宮
木
野
」
に
お
い
て
、
宮
木
野
が
亡
く
な
っ
た
場
面

を
見
て
い
き
た
い
。

　
夫
が
不
在
の
中
で
戦
乱
が
激
し
く
な
り
、
宮
木
野
の
家
に
武
田
軍
の
兵
が
押
し
掛
け
た
。
軍
兵
た
ち
は
宮
木
野
の
美
し
さ
に
惹

か
れ
て
乱
暴
し
よ
う
と
す
る
が
、
宮
木
野
は
自
ら
の
貞
操
を
守
る
た
め
、
自
分
で
首
を
括
っ
て
死
ん
だ
。
そ
の
宮
木
野
の
心
意
気

は
、
作
品
中
で
立
派
な
も
の
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
「
闇
の
手
が
た
」
で
も
、
女
性
が
複
数
の
男
性
に
襲
わ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
話
で
は
女
は

男
た
ち
の
背
中
に
鍋
炭
の
手
形
を
つ
け
、
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
暴
い
た
。
同
じ
よ
う
な
状
況
で
、
同
じ
よ
う
に
女
性
の
抵
抗
が
描
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か
れ
る
が
、
そ
の
方
法
の
違
い
が
興
味
深
い
。

　
宮
木
野
が
男
た
ち
に
抵
抗
す
る
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
し
た
の
に
対
し
、「
闇
の
手
が
た
」
の
女
は
自
分
の
命
を
守
り
つ
つ
、

男
た
ち
を
死
刑
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
命
よ
り
貞
操
を
大
事
に
し
た
宮
木
野
と
、
命
を
優
先
し
た
女
の
間
に
は
、
前
提
と
し

て
中
世
的
な
価
値
観
と
近
世
的
な
価
値
観
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
「
闇
の
手
が
た
」
に
は
、
自
分
を
犠

牲
に
せ
ず
に
一
矢
報
い
る
と
い
う
女
性
の
た
く
ま
し
さ
が
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
の
主
体
性
で
あ
り
、
仮
名
草
子
に
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
『
伽
婢
子
』
に
比
べ
、
生
き
る
人
間
の
感
情
が
大
事
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
女
性
の

主
体
性
が
意
識
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
仮
名
草
子
『
伽
婢
子
』
に
影
響
を
受

け
な
が
ら
も
、
単
な
る
怪
異
譚
で
は
な
い
、
人
間
の
感
情
と
た
く
ま
し
さ
が
引
き
起
こ
す
事
件
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。三

─
二
、『
好
色
五
人
女
』
と
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

　
次
に
、
同
時
期
の
西
鶴
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
刊
行
の
翌
年
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に

『
好
色
五
人
女
』
と
『
好
色
一
代
女
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　『
好
色
一
代
女
』
は
あ
る
女
性
の
一
代
記
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
は
男
性
の
目
線
か
ら
、
様
々
な
職
業
に
就
く
当

代
女
性
の
姿
を
見
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
に
、『
好
色
一
代
女
』
の
冒
頭
は
「
美
女
は
命
を
断
つ
斧
と
古
人
も
い
へ
り
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
一
章
三
節
で
「
闇
の
手
が
た
」
の
同
様
の
冒
頭
文
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
男
性
主
体
の

目
線
か
ら
女
性
の
脅
威
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
好
色
一
代
女
』
は
男
性
主
体
の
作
品
で
あ
り
、『
西
鶴
諸
国
は
な
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し
』
各
話
と
大
き
な
関
連
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
で
は
、『
好
色
五
人
女
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
で
は
、
よ
り
女
性
の
多
様
な
感
情
を
描
い
て
い
る

点
で
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
を
評
価
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
『
好
色
五
人
女
』
の
方
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
西

鶴
諸
国
は
な
し
』
に
も
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
よ
う
に
女
性
の
恋
の
物
語
が
あ
る
が
、『
好
色
五
人
女
』
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
い
な

い
の
だ
。
こ
の
両
者
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　『
好
色
五
人
女
』
は
実
在
し
た
五
人
の
女
性
の
事
件
を
描
き
、
特
に
八
百
屋
お
七
の
物
語
は
現
代
に
語
り
継
が
れ
る
ほ
ど
に
有

名
で
あ
る
。
お
七
の
物
語
で
あ
る
巻
四
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
と
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
を
比
較
し
た
と
き
、
最
も
目
に

つ
く
の
は
描
写
の
細
か
さ
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
女
性
が
男
性
に
恋
を
し
た
瞬
間
の
描
き
方
を
比
較
す
る
。「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
で
は
、
吉
三
郎
の
指
に

刺
さ
っ
た
と
げ
を
抜
く
際
、
離
れ
が
た
く
、「
又
返
し
に
と
跡
を
し
た
ひ
、
其
手
を
握
り
か
へ
せ
ば
、
是
よ
り
互
い
の
思
い
」
と

な
っ
た
、
と
あ
る
。
言
葉
も
満
足
に
交
わ
せ
な
い
中
、
些
細
な
出
来
事
で
お
互
い
に
惹
か
れ
る
さ
ま
が
丁
寧
に
描
か
れ
、
読
者
も

世
界
観
に
入
り
込
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
で
は
、
男
は
姫
を
垣
間
見
て
美
し
さ
に
惹
か
れ
て
奉
公
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
姫
も
男

を
思
う
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
の
本
文
は
「
縁
は
不
思
議
な
り
。
あ
な
た
に
も
い
つ
と
も
な
う
、
お
ぼ
し
め
し
入
ら

れ
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
姫
が
男
に
恋
を
し
た
具
体
的
な
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
れ
で
は
読
者
が
お
七
の
恋
に
感

じ
た
よ
う
な
共
感
や
同
情
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
は
五
章
に
わ
た
っ

て
お
七
と
吉
三
郎
の
恋
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
、「
忍
び
扇
の
長
歌
」
は
一
章
の
み
の
短
編
で
あ
る
。
同
じ
恋
物
語
と
は
い
っ
て

も
、
物
語
の
深
さ
や
、
読
者
が
抱
く
同
情
の
大
き
さ
は
全
く
違
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。



246

学習院大学人文科学論集 XXX（2021）

　
で
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
『
好
色
五
人
女
』
に
劣
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

は
『
好
色
五
人
女
』
と
い
う
傑
作
を
生
み
出
す
の
に
不
可
欠
の
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
は
多
様
な
感
情
を
糧
に
大
胆
な
行
動
に
出
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
た
。

こ
の
女
性
像
は
『
好
色
五
人
女
』
に
受
け
継
が
れ
、
よ
り
感
情
の
部
分
を
丁
寧
に
描
き
出
し
、
単
な
る
奇
談
で
は
な
く
、
読
者
が

女
性
に
共
感
で
き
る
物
語
に
仕
上
げ
て
い
る
。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
で
は
、
姫
が
死
ん
だ
恋
人
を
思
い
出
家

し
た
こ
と
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
の
に
対
し
、
お
七
の
死
後
は
周
辺
に
住
む
人
や
旅
人
ま
で
も
が
彼
女
を
弔
っ
た
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
事
件
の
顚
末
を
書
く
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
が
、『
好
色
五
人
女
』
は
そ
れ
を
と
り
ま
く

人
々
の
感
情
ま
で
を
作
品
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　『
好
色
五
人
女
』
が
人
々
の
共
感
を
呼
ぶ
の
は
、
西
鶴
が
そ
の
直
前
に
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
各
話
で
女
性
の
主
体
性
に
意

識
を
置
き
、
様
々
な
感
情
と
事
件
を
描
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
土
壌
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
画
期
的
な
女
性
主
体
の
作
品
が

生
み
出
せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
を
『
好
色
五
人
女
』
よ
り
劣
る
と
評
価
す
る
の
は
適
切
で
な
く
、

『
好
色
五
人
女
』
を
生
み
出
す
過
程
に
、
女
性
を
描
く
こ
と
の
深
化
の
き
っ
か
け
と
し
て
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
が
あ
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

三
─
三
、
文
学
に
お
け
る
女
性
史
の
中
の
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

　
こ
こ
ま
で
仮
名
草
子
で
あ
る
『
伽
婢
子
』
と
、
直
後
の
作
品
で
あ
る
『
好
色
五
人
女
』
と
の
比
較
を
通
し
、『
西
鶴
諸
国
は
な

し
』
の
意
義
を
探
っ
て
き
た
。
西
鶴
は
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
を
書
く
に
あ
た
り
、
仮
名
草
子
の
要
素
を
残
し
つ
つ
、
怪
異
譚
を

書
く
こ
と
よ
り
も
事
件
の
裏
に
あ
る
人
間
の
感
情
を
描
く
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
女
性
の
〈
感
情
〉
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を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
力
は
、
怪
異
譚
で
な
い
『
好
色
五
人
女
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

は
、
仮
名
草
子
を
人
間
の
感
情
の
物
語
へ
と
発
展
さ
せ
、
そ
の
後
の
傑
作
と
呼
ば
れ
る
物
語
へ
と
生
か
さ
れ
る
重
要
な
作
品
で
あ

る
、
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
女
性
に
関
す
る
文
学
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
上

演
、
近
松
門
左
衛
門
に
よ
る
『
曾
根
崎
心
中
』
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
商
家
の
手
代
で
あ
る
徳
兵
衛
と
遊
女
お
初
が
義
理
と
金
の
問
題
に
葛
藤
し
、
共
に
心
中
を
す
る
と
い
う

物
語
で
あ
る
。
近
松
最
初
の
世
話
浄
瑠
璃
に
し
て
大
成
功
を
お
さ
め
、
以
後
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
作
品
と
、

先
の
節
で
も
見
た
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
と
を
比
較
し
て
み
た
い
。

　
こ
の
二
つ
の
話
は
、
い
ず
れ
も
困
難
な
恋
を
す
る
男
女
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
は
、
そ
の
恋
に
ど
う
向
き
合

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
女
性
の
行
動
の
違
い
に
注
目
し
た
い
。「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
姫
は
男
と
共
に
暮
ら
す
た
め
に
駆
け
落
ち
を
し
、
そ
の
後
男
が

処
刑
さ
れ
る
と
自
分
の
正
当
性
を
主
張
し
出
家
し
た
。
対
し
て
『
曾
根
崎
心
中
』
の
お
初
は
、
徳
兵
衛
と
共
に
死
ぬ
こ
と
を
選
ん

だ
。
こ
う
し
て
比
べ
る
と
、「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
姫
が
恋
を
妨
げ
る
障
害
に
抵
抗
し
自
分
の
意
思
を
貫
い
た
の
に
対
し
、
お
初

は
障
害
に
屈
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
で
は
、
お
初
は
仮
名
草
子
に
登
場
す
る
女
性
の
よ
う
に
、
主
体
性
の
見
ら
れ
な
い

人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
お
初
は
悪
役
で
あ
る
九
平
次
が
徳
兵
衛
を
罵
倒
し
、
徳
兵
衛
が
死
ん
だ
ら
自
分
が
お
初
を
か
わ
い
が
っ
て
や
ろ
う
と
言
っ
た
際
、

次
の
よ
う
に
返
し
た
。

わ
し
と
ね
ん
ご
ろ
さ
あ
ん
す
と
、
こ
な
た
も
殺
す
が
、
合
点
か
。
徳
様
に
離
れ
て
、
片
時
も
生
き
て
ゐ
よ
う
か
。
そ
こ
な
九
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平
次
の
ど
う
ず
り
め
。
阿
保
口
を
た
ゝ
い
て
、
人
が
聞
い
て
も
不
審
が
立
つ
。

　
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
お
初
の
九
平
次
へ
の
強
い
恨
み
の
感
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
男
性
で
あ
る
九
平
次
に
対
し
「
こ
な
た
も
殺

す
」
と
脅
し
、「
ど
う
ず
り
め
」
と
罵
倒
す
る
様
子
は
、
仮
名
草
子
の
女
性
と
は
一
画
を
成
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
お
初
は
こ
の
場

面
で
、
軒
下
に
隠
れ
て
い
た
徳
兵
衛
と
死
を
約
束
す
る
。
し
た
が
っ
て
お
初
に
と
っ
て
死
は
、
九
平
次
に
対
す
る
抵
抗
の
証
な
の

で
あ
る
。
お
初
は
九
平
次
に
屈
し
て
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
最
後
ま
で
抵
抗
す
る
た
め
に
心
中
し
た
の
だ
。

　
対
し
て
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
姫
は
自
害
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
抵
抗
し
て
出
家
を
し
た
。
つ
ま
り
形
は
違
え
ど
、
両
者
は
恋

の
障
害
に
抵
抗
し
、
自
分
で
自
分
の
行
く
末
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
お
初
が
単
に
徳
兵
衛
に
付
き
従
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
意

思
で
九
平
次
に
抵
抗
し
死
を
選
ぶ
か
ら
こ
そ
、
観
客
の
同
情
が
得
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
お
初
は
、
男
性
に
翻
弄
さ
れ
る
ば
か
り

の
女
性
で
は
な
く
、
自
分
の
意
思
を
持
っ
た
主
体
性
の
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
主
体
性
が
あ
り
、

抵
抗
の
〈
感
情
〉
か
ら
〈
行
動
〉
を
起
こ
す
さ
ま
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
描
か
れ
た
女
性
像
を
引
き
継
い
で
い
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
う
え
で
、
死
と
い
う
結
末
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。『
曾
根
崎
心
中
』
以
後
、
心
中
話
が
流
行
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
頃
の
民
衆
は
弱
者
が
強
者
に
勝
ち
き
れ
ず
、
悲
し
い
末
路
を
迎
え
る
こ
と
を
美
徳
と
感
じ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
対

し
て
「
忍
び
扇
の
長
歌
」
は
武
家
の
話
で
あ
り
、
女
性
は
死
な
な
い
こ
と
か
ら
、
民
衆
が
共
感
で
き
る
弱
者
の
物
語
で
は
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
時
代
が
進
む
と
、
悲
劇
は
よ
り
リ
ア
ル
で
民
衆
の
共
感
を
得
ら
れ
る
か
た
ち
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
証
に
、
先
の
節
で
扱
っ
た
『
好
色
五
人
女
』
の
お
七
の
物
語
は
、
西
鶴
の
時
代
以
降
独
自
の
変
化
を
遂
げ
た
。『
好
色
五

人
女
』
で
は
、
吉
三
郎
が
自
分
の
名
誉
の
た
め
に
死
の
う
と
す
る
も
周
り
に
止
め
ら
れ
る
が
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
頃
に
上

演
さ
れ
た
と
伝
わ
る
浄
瑠
璃
「
八
百
屋
お
七
恋
緋
桜
」
で
は
、
吉
三
郎
は
お
七
の
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
彼
女
に
先
立

っ
て
切
腹
を
す
る
。
愛
し
合
う
男
女
が
死
と
い
う
同
じ
道
を
辿
る
こ
と
が
、
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
は
美
し
く
、
共
感
で
き
る
物
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語
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
文
学
史
に
お
け
る
女
性
は
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
で
主
体
性
と
〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉

に
変
え
る
力
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
後
、
よ
り
共
感
で
き
る
リ
ア
ル
な
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
改
め
て
、
先
に
考
察
し
た
『
伽
婢
子
』、『
好
色
五
人
女
』
と
の
比
較
も
合
わ
せ
、
文
学
に
お
け
る
女
性
史
の
中
で
の
『
西
鶴
諸

国
は
な
し
』
の
位
置
づ
け
を
し
た
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
、
仮
名
草
子
を
人
間
の
感
情
の
物
語
へ
と

発
展
さ
せ
、『
好
色
五
人
女
』
な
ど
の
傑
作
と
呼
ば
れ
る
物
語
へ
と
生
か
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
後
、
近
松
門
左
衛
門

の
『
曾
根
崎
心
中
』
の
よ
う
な
、
女
性
の
〈
感
情
〉
が
強
く
描
か
れ
る
悲
劇
へ
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
『
西
鶴
諸
国
は

な
し
』
は
、
近
世
文
学
に
お
け
る
女
性
の
主
体
性
を
引
き
出
し
た
重
要
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

四
、
女
性
を
通
し
て
見
た
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』

　
女
性
を
中
心
に
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
を
論
じ
て
き
た
。
す
る
と
、
西
鶴
が
女
性
の
持
つ
力
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
、
ま

た
異
様
な
事
件
の
裏
に
は
必
ず
人
間
の
感
情
が
あ
る
こ
と
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
が
考
察
で
き
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
序
文
に
も
通
じ
て
い
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に
、
序
文
の
最
後
に
登
場
す
る
「
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
」
に
つ
い

て
述
べ
た
。
改
め
て
こ
の
女
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
女
性
の
力
が
、
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
西
鶴
が
序
文
に
お
い
て
「
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
」
を
異
様
な
も
の
と
し
た
の
は
、
単
に
そ
の
格
好
が
お
か
し
い
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
そ
の
裏
に
あ
る
女
性
の
感
情
を
指
し
て
、「
人
は
ば
け
も
の
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
性
が
年
齢
に

そ
ぐ
わ
な
い
格
好
を
し
た
の
に
は
、
何
か
し
ら
の
理
由
、
つ
ま
り
感
情
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
女
性
の
姿
を
街
中
で
見
た
だ
け
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で
は
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
に
ど
ん
な
事
情
が
あ
り
、
感
情
が
あ
っ
た
の
か
を
想
像
さ
せ
ら
れ
る
。

西
鶴
は
そ
の
感
情
を
想
像
し
た
う
え
で
、「
人
は
ば
け
も
の
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
人
間
は
感
情
に
よ
っ
て
異
様
な
行
動
を
と
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
現
実
の
恐
ろ
し
さ
や
面
白
さ
を
感
じ
、
な
ら
ば
世
の
中
に
は
ど
ん
な
事
件
も
あ
り
う
る
と
い
う

意
味
で
、「
世
に
な
い
も
の
は
な
し
」
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
序
文
の
最
後
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
全
体
を
暗
示
す
る
よ
う
な
文
言
に
女
性
が
登
場
す
る
の
は
偶
然
で
は
な

く
、
本
稿
で
扱
っ
た
五
つ
の
話
に
見
ら
れ
た
女
性
の
力
に
西
鶴
が
感
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
西
鶴
の
目
に

異
様
に
映
っ
た
「
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
」
の
背
景
に
何
か
し
ら
の
感
情
が
あ
る
よ
う
に
、
各
話
の
女
性
に
も
様
々
な
感
情
が
あ

っ
た
。
そ
の
感
情
を
も
と
に
、
珍
し
く
、
と
き
と
し
て
恐
ろ
し
い
事
件
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

　『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
典
拠
や
モ
チ
ー
フ
に
一
貫
性
が
な
い
が
、
こ
う
し
た
感
情
と
行
動
の
結
び
つ
き
は
、

ど
の
話
に
も
共
通
す
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
そ
れ
ま
で
主
体
性
の
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
女
性
を
、
豊
か
な
感

情
と
主
体
性
の
あ
る
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
描
い
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
人
が
人
間
関
係
の
中
で
様
々
な
感
情
を
抱

い
て
驚
く
べ
き
行
動
を
起
こ
し
た
と
き
、
奇
妙
な
事
件
は
起
こ
る
。
事
件
そ
の
も
の
以
上
に
、
裏
に
あ
る
感
情
を
描
き
出
そ
う
と

す
る
姿
勢
は
、
当
時
と
し
て
は
斬
新
な
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
後
、
女
性
を
中
心
に
し
た
感
情
豊
か
な
作

品
が
生
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
描
か
れ
る
女
性
は
、
近
世
当
時
の
女
性
の
姿
や
、
そ
の
後
の
文
学
中

の
女
性
の
描
か
れ
方
の
変
化
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に
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　『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
事
件
の
裏
に
あ
る
人
々
の
感
情
を
描
き
、
単
な
る
怪
異
譚
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。

西
鶴
の
描
き
出
し
た
、
女
性
の
〈
感
情
〉
を
〈
行
動
〉
に
変
え
る
力
は
、
そ
の
後
『
好
色
五
人
女
』
を
は
じ
め
と
し
た
作
品
に
引

き
継
が
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
本
作
は
西
鶴
の
人
間
へ
の
視
座
を
養
っ
た
、
重
要
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
女
性
と
い
う
視
点
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
全
体
を
俯
瞰
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
序
文
が
示
唆
し
た

よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
中
で
女
性
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
西
鶴
の
創
作
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ま

た
考
察
の
中
で
仮
名
草
子
や
前
後
の
作
品
の
女
性
像
を
見
る
こ
と
で
、
男
性
主
体
の
物
語
が
当
た
り
前
だ
っ
た
古
代
か
ら
、
様
々

な
物
語
を
通
し
て
変
化
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
様
子
が
実
感
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
、
西
鶴
が
女
性
の
主
体
性

を
引
き
出
し
た
こ
と
は
文
学
史
に
お
い
て
大
き
な
分
岐
点
で
あ
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
1
）　
井
上
敏
幸
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
三
題
」『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
第
七
号
、
一
九
九
〇
年

（
2
）　
宮
本
祐
規
子
「「
水
筋
の
抜
け
道
」
試
論
」『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
十
一
巻
、
二
〇
〇
五
年

（
3
）　
大
川
信
子
「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
試
論
│
│
「
水
筋
の
ぬ
け
道
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」『
常
葉
国
文
』
十
九
巻
、
一
九
九
四
年

（
4
）　
注
二
に
同
じ

（
5
）　
金
井
寅
之
助
「「
忍
び
扇
の
長
歌
」
の
背
景
」『
文
林
』
一
号
、
一
九
六
六
年

（
6
）　
宗
政
五
十
緒
「
西
鶴
と
仏
教
説
話
」『
文
学
』
三
四
巻
四
号
、
一
九
六
六
年

（
7
）　
　
井
上
敏
幸
氏
が
「
矢
都
姫
事
件
」
に
「
中
将
姫
譚
」・「
伊
勢
物
語
」
を
追
加
し
た
（
井
上
敏
幸
「
忍
び
扇
の
長
哥
の
方
法
」『
国
語

と
国
文
学
』
五
十
巻
、
一
九
七
三
年
）
ほ
か
、
岩
田
秀
行
氏
が
「
矢
都
姫
事
件
」・「
竹
芝
寺
縁
起
」
に
加
え
「
山
田
白
滝
譚
」
を
挙
げ
て

い
る
（
岩
田
秀
行
「「
忍
び
扇
の
長
歌
」
に
つ
い
て
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
第
十
号
、
一
〇
八
二
年
）。
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（
8
）　
重
友
毅
『
近
世
文
学
史
の
諸
問
題
』
明
治
書
院
、
一
九
六
三
年

（
9
）　
井
上
敏
幸
「
忍
び
扇
の
長
哥
の
方
法
」『
国
語
と
国
文
学
』
五
十
巻
、
一
九
七
三
年

（
10
）　「
忍
び
扇
の
長
歌
」
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
は
、
近
藤
氏
や
暉
峻
氏
に
よ
っ
て
、
古
い
封
建
的
な
も
の
に
対
す
る
抵
抗
、

恋
愛
の
新
し
い
価
値
観
を
示
し
て
い
る
と
い
う
考
察
が
行
わ
れ
た
（
近
藤
忠
義
『
西
鶴
』
研
究
篇
　
日
本
評
論
社
、
一
九
三
九
年
・
暉
峻

康
隆
『
西
鶴
　
評
論
と
研
究
　
上
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
八
年
）。

（
11
）　
堀
切
実
『
読
み
か
え
ら
れ
る
西
鶴
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年

（
12
）　
井
上
敏
幸
ほ
か
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
好
色
二
代
男
　
西
鶴
諸
国
ば
な
し
　
本
朝
二
十
不
孝
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年

（
13
）　
井
上
敏
幸
「「
紫
女
」
の
素
材
と
方
法
」『
近
世
文
芸
』
二
十
二
号
、
一
九
七
三
年

（
14
）　
注
一
三
に
同
じ

（
15
）　
後
藤
興
善
「『
古
今
著
聞
集
』
と
西
鶴
の
説
話
」『
西
鶴
研
究
』
第
二
集
　
台
湾
三
省
堂
、
一
九
四
二
年

（
16
）　
江
本
裕
『
西
鶴
研
究
│
小
説
編
│
』
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年

（
17
）　
宗
政
五
十
緒
『
西
鶴
の
研
究
』
未
来
社
、
一
九
六
九
年

（
18
）　
宮
澤
照
恵
『『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
年
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『西鶴諸国はなし』における女性像（齋藤優香）
T

he Fem
ale Im

age in “ Saikaku Shokokubanasi ”

SA
IT

O
, Y

uka
　T

he m
ain purpose of this article is to clarify how

 w
om

en are depicted in “ S
aikaku S

hokokubanasi” . T
he w

ork is a 

collection of m
ysterious novels published in 1685, w

ritten by Saikaku Ihara

（1642

─1693

）. T
here are several stories about 

w
om

en playing an active role in this w
ork. T

hrough them
, this article considers how

 w
om

en are depicted.

　In conclusion, the w
om

en in this w
ork have the pow

er to turn em
otions into actions. F

or exam
ple, the protagonist 

nam
ed H

isa in V
olum

e 2
─3, “ M

izusuji N
o N

ukem
iti” , held a grudge against her boss, because she hurt H

isa’ s face. T
hen, 

she becam
e a spirit and m

urdered her boss. S
he put the em

otion of resentm
ent into action. T

his is the pow
er to turn 

em
otions into actions. T

he sam
e pow

er is depicted in the other few
 episodes.

　A
lso, S

aikaku published “ K
oushoku G

onin O
nna”  in 1686. T

his w
ork is a collection of w

om
en’ s love stories and 

becam
e very fam

ous. T
his love story dem

onstrates the pow
er of w

om
en like in “ Saikaku Shokokubanasi” . H

e applied the 

w
ay of depicting w

om
en that he gained from

 w
riting “ S

aikaku S
hokokubanasi”  to his next w

ork. T
herefore, “ S

aikaku 

S
hokokubanasi”  is an im

portant novel that form
s the basis of the fam

ous stories after that. It also m
eans that it is an 

im
portant w

ork in the history of Japanese w
om

en’ s literature.（
令
和
二
年
度
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
前
期
課
程
修
了
）




