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　西
鶴
と
近
松
は
、
近
世
の
大
阪
の
風
土
が
産
み
、
育
て
た
大
作
家
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
統
が
大
阪
出
身
の
近
代
作
家
、
大
阪
を
描
い
た

近代
作
家
の
作
品
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
検
証
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
メ

モ的
試
論
。

　
”

大

阪
的な
る
も
の
”
は
、
近
松
よ
り
も
西
鶴
の
ほ
う
に
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
。
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
大
阪
出
身
の
宇
野
浩
二
．
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武田
麟
太
郎
・
織
田
作
之
助
の
小
説
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
近
代
文
学
史
の
常
識
で
あ
る
。
特
に
、
西
鶴
を
景
慕
し
て
、
　
　
　
↓

代
表
作
『
井
原
西
鶴
』
（
昭
和
十
一
～
十
二
年
）
を
書
い
た
武
田
の
市
井
事
物
は
、
昭
和
十
年
代
文
学
の
一
つ
の
達
成
で
あ
る
。
市
井
事
物

の

一
つ
であ
る
彼
の
大
阪
物
、
た
と
え
ば
『
釜
ケ
崎
』
（
同
八
年
）
は
、
底
辺
を
は
い
回
り
な
が
ら
も
た
く
ま
し
く
生
き
抜
こ
う
と
す
る
下

層
民
の
姿
を
野
太
い
リ
ア
リ
ズ
ム
で
描
い
た
、
昭
和
の
名
短
編
の
一
つ
だ
。
昭
和
大
阪
の
貴
重
な
風
俗
資
料
で
も
あ
る
。
映
画
化
の
話
も

あ
っ
た
『
う
ど
ん
』
（
同
八
年
）
は
、
場
末
の
汚
な
ら
し
い
う
ど
ん
屋
の
娘
と
、
純
情
な
旧
制
中
学
生
の
“
初
恋
”
を
描
い
た
短
編
だ
が
、

恋
愛
の
持
つ
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
香
気
を
わ
ざ
と
切
り
捨
て
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
い
か
に
も
西
鶴
的
で
あ
る
。
『
西
鶴
町
人
物
雑
感
』

（
同
九
年
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
も
あ
る
。
西
鶴
譲
り
の
簡
潔
な
文
体
は
、
作
家
の
文
章
と
し
て
一
流
で
あ
る
。

　
旧

制
三高
の
後
輩
で
あ
り
、
そ
の
血
縁
的
な
弟
子
と
も
い
え
る
織
田
作
は
、
出
世
作
『
夫
婦
善
哉
』
（
同
十
五
年
）
以
来
、
大
阪
在
住
の

関
係
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
大
阪
を
舞
台
に
し
て
大
阪
人
を
描
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
、
近
代
大
阪
の
産



ん
だ
、
最
も
大
阪
的
な
作
家
と
い
え
る
。
武
田
が
、
あ
る
距
離
を
持
っ
て
故
郷
大
阪
を
描
い
た
の
に
対
し
、
織
田
は
大
阪
そ
の
も
の
に
埋

没し
て
い
た
観
が
あ
る
。
『
夫
婦
善
哉
』
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
『
放
浪
』
（
同
十
五
年
）
が
最
も
西
鶴
的
で
は
な
い
か
。
泉
州
生
ま

れ

の

↓
人
の

庶
民
の

流
転
の半
生
を
描
い
た
こ
の
作
品
の
哀
憐
は
、
不
可
解
な
性
の
欲
望
に
駆
ら
れ
て
、
半
ば
盲
目
的
に
各
地
を
放
浪
す

る
、
西
鶴
小
説
の
主
人
公
の
哀
憐
に
通
じ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
に
も
ま
た
『
西
鶴
新
論
』
（
同
十
七
年
）
な
る
評
論
が
あ
る
。

　
宇
野は
、
武
田
や
織
田
ほ
ど
西
鶴
に
傾
倒
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
粘
っ
こ
い
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
や
は
り
、
西
鶴
的
だ
。
『
十
間
路
地
』

（大
正
十
四
年
）
は
、
明
治
三
十
年
代
と
思
わ
れ
る
宗
右
衛
門
の
路
地
に
住
む
風
変
わ
り
な
人
々
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
西
鶴
も
好
ん
で

変
わ

っ

た

人
々
を
描
い
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
戯
画
化
を
好
ん
だ
。
宇
野
は
、
そ
う
い
う
点
で
も
西
鶴
に
通
じ
る
。
『
楽
世
家
等
』

（昭和
十
三
年
）
は
、
食
い
意
地
の
張
っ
た
、
い
か
に
も
大
阪
人
ら
し
い
、
風
変
わ
り
な
男
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

大
阪
を
舞
台
に
し
た
小
説
に
、
何
と
多
く
、
食
べ
も
の
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
の
題
名
に
も
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
。
『
う
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ど
ん
』
『
夫
婦
善
哉
』
の
ほ
か
に
『
鰻
の
皮
』
（
上
司
小
剣
・
大
正
三
年
）
『
め
し
』
（
林
芙
美
子
・
昭
和
二
十
六
年
）
な
ど
の
、
よ
く
知
ら
　
　
　
一

れ
た
小
説
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
広
い
意
味
で
の
“
大
阪
文
学
”
の
特
色
で
あ
ろ
う
。

　
他府
県
出
身
で
、
大
阪
を
舞
台
に
、
大
阪
情
緒
を
描
い
た
作
家
で
は
、
上
司
小
剣
を
挙
げ
る
。
　
（
厳
密
に
い
え
ば
、
宇
野
も
福
岡
県
出

身
で
あ
る
が
、
五
歳
か
ら
二
十
一
歳
ま
で
大
阪
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、
大
阪
出
身
に
数
え
ら
れ
て
よ
い
。
）
先
出
の
『
鰻
の
皮
』
が
最
も
有

名
だ
が
、
西
鶴
的
な
影
の
濃
い
も
の
で
は
『
天
満
宮
』
（
大
正
三
年
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
父
ら
し
い
宮
司
の
情
痴
が
冷
徹
な

リ
ア
リ
ズ
ム
で
描
か
れ
て
い
る
。
一
体
に
、
こ
の
作
者
に
は
男
女
間
の
情
痴
を
好
ん
で
描
く
傾
向
が
あ
る
。
自
然
主
義
系
列
に
数
え
ら
れ

る
所
似
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
や
、
冷
静
な
リ
ア
リ
ズ
ム
は
西
鶴
に
通
じ
る
。
も
っ
と
も
『
天
満
宮
』
の
主
な
舞
台
は
摂
津
多
田

（兵
庫県
）
だ
が
、
こ
こ
は
池
田
の
近
く
で
あ
り
、
殆
ど
大
阪
文
化
圏
に
属
す
る
。
作
者
は
こ
こ
に
育
ち
、
十
四
歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の

多
感
な
時
期
を
大
阪
で
す
ご
し
て
い
る
。
大
阪
出
身
の
作
家
に
準
じ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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近
松
の

影響
は
西
鶴
に
比
べ
る
と
か
な
り
弱
い
。
第
一
、
西
鶴
ほ
ど
、
い
わ
ゆ
る
“
大
阪
的
”
で
は
な
い
。
ま
た
彼
が
劇
作
家
で
あ
り
、

そ
し
て
近
代
文
学
の
主
流
が
小
説
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
日
本
の
近
代
文
学
全
体
に
与
え
た
、
両
者
の
影
響
の
差
で
も
あ
る
。

　
ヒ
ス
テ
リ
ー
女
と
、
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
る
男
を
描
い
た
宇
野
の
小
説
に
近
松
の
影
を
求
め
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
し
、
武
田
は
、
近
松

的
な
も
の
に
背
を
向
け
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
文
学
的
立
場
が
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
晩
年
を
除
い
て
は
　
　
。
織
田
の
『
夫
婦
善
哉
』
に

は
、
西
鶴
流
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
に
、
近
松
風
の
情
緒
的
な
要
素
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
し
っ
か
り
者
だ
が
、
情
に
も
ろ
い
蝶
子
の
形

象
は
、
近
松
文
学
の
女
性
像
と
重
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
配
す
る
柳
吉
は
、
生
活
力
の
な
い
、
頼
り
な
い
男
で
あ
る
。
近
松
文
学

の
男
性
像
ー
男
主
人
公
に
も
、
世
話
物
に
限
っ
て
い
え
ば
「
色
男
、
金
と
力
は
な
か
り
け
り
」
を
地
で
行
く
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
徳

兵

衛
や

治
兵

衛
であ
る
。
も
っ
と
も
、
純
情
な
と
こ
ろ
は
柳
吉
と
だ
い
ぶ
違
う
。
『
の
ら
』
な
と
こ
ろ
は
『
女
殺
油
地
獄
』
の
与
兵
衛
に

い
く
ら
か
似
て
い
る
。
『
鰻
の
皮
』
も
、
近
松
や
『
夫
婦
善
哉
』
の
構
図
に
よ
く
似
て
い
る
。
道
頓
堀
の
う
な
ぎ
屋
を
切
り
回
す
、
家
付
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き
娘
の
お
文
と
、
家
出
し
た
道
楽
者
の
む
ご
養
子
の
福
造
。
福
造
か
ら
の
手
紙
に
ふ
と
、
し
っ
か
り
者
の
心
も
動
き
、
好
物
の
鰻
の
皮
を
　
　
　
↓

送
っ
て
や
る
。
こ
こ
に
は
近
松
の
女
性
の
情
愛
の
濃
さ
が
垣
間
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
治
兵
衛
の
女
房
お
さ
ん
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
『
夫
婦
善
哉
』
と
『
鰻
の
皮
』
に
は
共
通
点
が
多
い
。
前
者
は
、
後
者
の
無
意
識
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　大
阪
こ
と
ば
に
「
ぼ
ん
ち
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
近
松
文
学
の
男
た
ち
も
、
い
う
な
ら
ば
「
ぼ
ん
ち
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
近

松文
学
と
『
夫
婦
善
哉
』
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
岩
野
泡
鳴
の
『
ぼ
ん
ち
』
へ
大
正
二
年
）
、
里
見
惇
の
『
父
親
』
（
同
九
年
）
は
相
通

じ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
物
形
象
は
、
山
崎
豊
子
の
『
ぼ
ん
ち
』
（
昭
和
三
十
四
年
）
に
到
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
そ
こ
に
、

近
松文
学
の
流
れ
が
見
ら
れ
る
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
谷
崎
潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
（
同
八
年
）
に
『
大
阪
の
奮
家
に
育
っ
た
ぼ
ん
ち
な
ど
は

男
で
さ
へ
芝
居
に
出
て
来
る
若
旦
那
そ
の
ま
・
に
き
や
し
や
で
骨
細
な
の
が
あ
り
…
…
』
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
そ
の
谷
崎
に
、
近
松
や

西
鶴
の
影
が
落
ち
て
い
る
の
か
、
ど
う
か
。
彼
の
作
品
に
は
、
大
阪
が
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
“
大
阪
的
”
と
い



え
る
か
ど
う
か
。
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
“
上
方
的
”
と
は
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
“
大
阪
的
”
と
ど
う

違う
の
か
、
ど
う
重
な
る
の
か
。

　
近
松
に
あ
こ
が
れ
た
近
代
作
家
に
、
近
松
秋
江
が
あ
る
。
徳
田
と
い
う
姓
を
は
ず
し
て
近
松
の
筆
名
を
用
い
た
の
は
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
だ
が
、
彼
も
ま
た
大
阪
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
大
阪
の
遊
女
と
作
者
と
の
か
か
わ
り
を
書
い
た
彼

一流
の
情
痴
的
私
小
説
で
あ
る
。
門
左
衛
門
文
学
の
特
色
は
、
情
緒
て
ん
め
ん
た
る
男
女
の
愛
を
描
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら

彼
は
そ
こ
に
あ
こ
が
れ
、
自
ら
そ
の
主
人
公
た
ら
ん
と
欲
し
た
も
の
ら
し
い
。
住
吉
公
園
や
文
楽
座
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
『
青
草
』
（
大

正
三年
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
青
草
の
上
に
オ
シ
ッ
コ
を
す
る
遊
女
は
、
彼
に
と
っ
て
小
春
の
よ
う
な
純
情
可
憐
な
女
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
『
住
吉
心
中
』
（
同
四
年
）
は
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
が
、
近
松
の
影
響
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
か
け
て
、
京
阪
を
舞
台
に
し
た
情
話
文
学
が
よ
く
読
ま
れ
た
ら
し
い
。
年
表
を
繰
っ
て
も
そ
の
事
実
は
明
ら
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か
だ
。
近
松
の
世
話
物
も
い
わ
ば
“
情
話
文
・
’
字
”
な
の
で
あ
る
。
書
き
忘
れ
て
い
た
が
、
上
司
小
剣
は
『
鰻
の
皮
』
の
ほ
か
に
も
『
妾
垣
　
　
　
一

ー
「
鰻
の
皮
」
後
編
』
（
大
正
五
年
）
な
る
小
説
が
あ
る
。
十
五
歳
の
時
、
行
く
え
不
明
に
な
っ
た
相
思
相
愛
の
「
お
静
さ
ん
」
の
こ
と
が

忘れ
ら
れ
ず
、
ず
っ
と
操
を
立
て
て
い
る
初
老
の
男
の
回
想
。
道
頓
堀
を
舞
台
に
し
て
甘
酸
っ
ぱ
い
浪
華
情
緒
が
横
溢
す
る
好
短
編
だ
。

「

小春
治
兵
衛
の
芝
居
の
看
板
」
を
点
景
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
明
ら
か
に
近
松
文
学
を
意
識
し
て
い
る
と
見
た
。
『
東
光
院
』
　
（
同

三年
）
は
思
い
が
け
な
く
め
ぐ
り
会
っ
た
旧
知
の
男
に
心
を
傾
け
て
行
く
女
こ
こ
ろ
を
老
熟
し
た
筆
で
描
い
て
い
る
。
東
光
院
は
大
阪
近

郊
の
か
な
り
有
名
な
寺
ら
し
い
が
、
モ
デ
ル
が
い
ま
だ
に
特
定
で
き
て
い
な
い
。
北
摂
（
川
西
市
）
に
同
名
の
寺
が
あ
る
と
聞
い
た
が
…
。

　泉
鏡
花
の
『
南
地
心
中
』
（
明
治
四
十
五
年
）
も
“
京
阪
情
話
文
学
”
に
数
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
。
元
南
新
地
の
芸
者
で
、
身
請
け
さ

れ
て
、
無
粋
な
船
場
の
大
商
人
（
大
阪
人
の
一
典
型
）
の
妾
に
な
っ
て
い
る
お
冊
と
、
美
少
年
の
手
代
と
の
無
理
心
中
ー
と
い
う
趣

向
は
、
近
松
的
で
も
あ
り
、
ま
た
鏡
花
的
で
も
あ
る
。
し
か
し
お
冊
は
い
か
に
も
、
す
っ
き
り
と
粋
な
女
だ
。
つ
ま
り
鏡
花
的
だ
。
明
治
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末
ら
し
く
思
わ
れ
る
、
宗
右
衛
門
町
や
道
頓
堀
の
色
町
、
芝
居
小
屋
を
背
景
に
し
た
浪
華
・
情
緒
豊
か
な
、
そ
し
て
ま
た
、
優
に
し
て
秘
、

艶
に
し
て
怪
な
る
鏡
花
の
世
界
で
も
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

　ま
あ
、
ざ
っ
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
が
、
大
阪
出
身
の
文
学
者
に
は
折
口
信
夫
（
釈
遣
空
）
、
川
端
康
成
、
梶
井
基
次
郎
、
三
好
達
治
と
い

っ
た
、
近
松
や
西
鶴
と
殆
ど
無
縁
と
も
見
え
る
叙
情
派
の
作
家
や
詩
人
・
歌
人
も
い
る
。
野
間
宏
や
高
橋
和
巳
、
あ
る
い
は
小
野
十
三
郎

な
ど
の
、
い
わ
ば
理
知
派
の
作
家
・
詩
人
も
多
い
。
彼
ら
の
中
に
”
大
阪
的
も
の
”
は
な
い
の
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
追
求
す
る

必要
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
の
だ
が
…
…
。
桑
原
武
夫
氏
は
「
詩
人
は
東
北
、
学
者
は
京
都
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
作

家
と
風
土
の
関
係
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
の
も
ど
う
か
、
と
い
う
惑
い
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
昭
和
に
限
っ
て
い
え
ば
「
作

家
は
大
阪
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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