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i
西
鶴
の
好
色
一
代
男
出
板
二
百
五
十
年
目
に
際
し
て
一

　
今
年
は
西
鶴
が
好
色
一
代
男
を
出
板
し
て
か
ら
二
百
五
十
年
目

に
あ
た
る
と
い
ふ
の
で
、
大
阪
や
東
京
で
は
展
覧
會
そ
の
他
色
々

の
催
し
が
あ
っ
た
。

　
一
罷
、
西
鶴
の
小
読
は
、
甚
だ
狸
褻
な
や
う
に
思
は
れ
て
を
り

殊
に
一
代
男
な
ど
と
い
へ
ば
エ
ロ
の
総
本
山
の
や
う
に
考
へ
ら
れ

て
る
る
。
此
の
春
も
ロ
語
繹
西
鶴
全
集
と
い
ふ
の
が
出
る
に
つ
い

て
、
大
阪
あ
た
り
で
は
素
晴
し
い
洋
装
を
し
た
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
に

煽
情
的
な
宣
撫
マ
ッ
チ
を
街
頭
で
配
布
さ
せ
た
と
い
ふ
事
を
き
い

た
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
、
か
う
い
ふ
宣
傅
法
が
西
鶴
に
ふ
さ
は
し
い

と
い
ふ
本
屋
の
さ
か
し
ら
で
あ
ら
う
が
、
西
鶴
は
恐
ら
く
墓
の
中

で
微
苦
笑
し
て
み
る
こ
と
だ
ら
う
と
考
へ
る
。
わ
た
く
し
は
西
鶴

の
作
品
に
は
、
も
っ
と
眞
劒
な
も
の
が
、
も
っ
と
眞
面
目
な
も
の

が
存
在
し
て
み
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
鐵
忙
就
い
て
、
漫
談

風
に
話
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

　
西
鶴
の
一
代
男
が
近
世
小
謡
の
開
基
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
申

す
ま
で
恋
な
い
。
徳
川
時
代
の
小
読
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
一
代

男
に
よ
っ
て
、
そ
の
面
目
を
一
新
し
、
、
こ
れ
以
前
と
こ
れ
以
後
と

の
間
に
は
つ
き
り
と
閥
線
を
劃
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
い
ふ
と
、
蒔
か
ぬ
種
は

生
へ
ぬ
道
理
で
、
西
鶴
の
作
品
も
突
然
無
か
ら
有
を
生
じ
た
の
で

は
な
く
、
一
代
男
が
生
れ
て
く
る
に
は
．
や
は
り
そ
れ
だ
け
の
種

が
あ
っ
悔
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
．
嚇
代
男
の
中
を
注
意
ぶ
か
く
検

べ
て
み
る
と
、
色
々
と
一
代
男
以
前
の
書
物
の
影
響
が
褒
見
出
來
・

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
就
い
て
は
既
に
諸
先
輩
方
の
研
究
庵
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
西
鶴
の
偉
い
勲
は
、
色
々
な
も
の
」
影
響

を
う
け
て
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
全
く
自
家
藥
籠
中
の
も
の
と
し
て



全
く
違
っ
た
感
じ
の
も
の
を
、
西
鶴
の
個
性
の
極
め
て
強
烈
な
猫

・
自
的
な
も
の
を
作
り
あ
げ
て
み
る
繍
で
あ
る
。
試
み
に
好
色
一
代

男
に
あ
ら
は
乳
た
　
る
西
鶴
の
猫
自
性
を
あ
ぐ
れ
ば
次
の
や
う
な
も

の
で
あ
る
だ
ら
う
。

　
今
ま
で
の
役
者
や
遊
女
の
評
判
記
類
は
一
つ
の
小
心
と
い
ふ
事

が
出
來
な
い
。
・
一
代
男
は
か
う
い
ふ
小
旗
で
な
い
も
の
か
ら
脱
化

七
て
小
読
を
つ
く
り
あ
げ
た
、
即
ち
西
鶴
は
見
事
塗
説
話
的
構
成

を
示
し
た
。
こ
れ
が
第
二
に
西
鶴
の
偉
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
叢
話

的
構
成
の
必
要
上
、
一
代
男
に
は
事
實
の
潤
色
が
あ
る
。
爲
實
が

申
心
で
あ
る
が
、
そ
の
爲
實
の
牛
に
適
意
な
誇
張
が
入
っ
て
み

る
。
そ
れ
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
入
っ
て
み
る
の
で
、
比
較
的
不
相
然

味
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
こ
れ
も
西
鶴
の
よ
ろ
し
い
と
と
ろ
で
あ

る
。
西
鶴
は
ま
た
、
物
語
的
筋
を
つ
く
り
あ
げ
る
に
、
源
氏
物
語

・
と
か
伊
勢
物
語
と
か
い
ふ
や
う
な
昔
の
小
説
の
ま
ね
を
し
て
み

る
。
し
か
し
、
此
れ
が
ま
た
非
常
に
自
然
に
適
切
に
行
は
れ
て
る

て
何
と
も
言
へ
ぬ
妙
味
を
帯
び
て
み
る
。
こ
れ
も
ま
た
西
鶴
の
い

製
所
で
あ
る
。

　
次
に
、
西
鶴
は
、
一
つ
の
出
国
事
を
の
べ
る
の
に
、
そ
の
事
件

　
　
　
　
　
　
わ
び
　
の
　
心
境

の
本
筋
よ
り
も
そ
の
窟
件
の
背
景
の
爲
に
三
分
の
二
の
筆
を
費
し

て
み
る
。
か
う
い
ふ
や
り
方
は
西
鶴
頃
の
小
読
に
は
な
か
っ
た
事

で
、
か
う
い
ふ
背
景
描
篇
の
爲
に
わ
れ
わ
れ
に
人
生
と
い
ふ
も
の

を
し
み
じ
み
と
味
は
さ
せ
る
。
こ
れ
が
ま
た
鴨
っ
の
特
色
を
な
し

て
み
る
。
そ
れ
か
ら
、
も
一
つ
申
し
た
い
事
は
、
そ
の
交
章
の
特

異
性
で
あ
る
。
西
鶴
の
文
章
は
遊
女
評
判
記
な
ど
の
影
響
を
蒙
っ

て
を
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
多
彩
で
、
も
っ
と
内
記
で
、
力

強
く
詩
聖
な
内
容
情
趣
を
嚇
言
の
う
ち
に
言
ぴ
あ
ら
は
し
て
み
る

妙
味
は
實
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
此
れ
は
彼
の
俳
譜
師
と

し
て
の
教
養
か
ら
來
て
る
る
の
で
、
合
爵
警
句
の
句
法
を
散
丈
に

慮
遍
し
、
而
も
、
つ
れ
づ
れ
草
や
伊
勢
物
語
な
ど
の
文
章
を
自
由

自
在
に
鷹
更
し
て
出
來
あ
が
っ
て
み
る
。
こ
れ
が
ま
た
他
の
者
の

ま
ね
…
難
い
黙
で
あ
る
。

　
以
上
は
一
代
男
に
つ
い
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分

は
、
ま
た
西
鶴
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
言
は
れ
得
る
こ
と
だ
と

思
ふ
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
鶴
の
短
所
と
し
て
、
　
「
西
鶴
は
長
篇
作
家
で
は

な
い
、
短
篇
に
は
秀
で
た
腕
を
も
つ
て
み
る
け
れ
ど
も
長
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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に
な
る
と
前
後
一
貫
し
た
筋
を
も
つ
て
み
な
い
」
と
い
ふ
事
が
屡

言
は
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
西
鶴
の
作
品
を
見
る
と
、
長
篇
的
結
構

に
乏
し
い
憾
ガ
あ
る
。
再
び
例
を
一
代
男
に
と
っ
て
み
れ
ぜ
、
そ

の
八
容
五
十
四
章
の
相
互
の
聞
に
緊
密
な
漣
絡
が
な
く
、
た
だ
世

之
介
と
い
ふ
一
人
の
男
の
行
動
と
い
ふ
鮎
だ
け
で
結
び
あ
は
さ
れ

て
み
る
だ
け
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
そ
れ
は
純
粋
の
短
篇
集
か
と
い

ふ
と
、
さ
う
で
も
な
い
、
至
適
を
源
氏
五
十
欄
帖
に
な
ぞ
ら
へ
て

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
構
成
し
よ
う
と
い
ふ
意
圓
盆
明
か
で

あ
る
。
加
之
、
川
代
男
に
は
、
主
人
公
の
心
理
ど
い
ふ
も
の
が
全

然
描
か
れ
て
み
な
払
。
，
主
人
公
の
個
性
と
い
ふ
も
の
も
少
し
も
幽

て
る
な
や
。
だ
か
ら
、
小
悪
と
い
ふ
も
の
に
脚
色
の
緊
密
さ
乏
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

性
気
重
と
を
要
求
す
る
人
に
と
◇
て
は
此
の
一
代
男
は
少
し
物
足

り
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
洒
鶴
の
短
所
が
こ
れ
ら
φ
窯
《
あ

る
か
の
や
う
に
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
自
分
は
」

こ
れ
を
秀
っ
て
西
鶴
の
短
所
だ
と
は
思
ひ
た
く
な
い
。
西
鶴
に
と

っ
て
は
、
人
物
．
と
か
筋
と
か
は
決
し
て
第
一
義
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
や
う
だ
。
彼
ぼ
、
そ
の
作
品
の
中
で
、
た
だ
人
生
の
佗
び

し
さ
を
物
語
ら
う
と
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
人
物
や
筋
は
、
定
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

だ
こ
の
人
生
の
佗
び
し
さ
を
物
語
る
方
便
に
す
ぎ
な
い
。
言
ひ
か

へ
れ
ぼ
、
彼
は
、
或
る
人
物
、
あ
る
筋
を
か
り
て
、
彼
の
人
生
に

於
け
る
俺
し
い
心
境
を
さ
へ
あ
ら
は
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
い
い

の
で
、
深
く
人
物
や
筋
に
拘
泥
す
る
必
要
が
な
い
。
か
う
い
ふ
の

が
、
西
鶴
の
小
海
、
殊
に
一
代
男
や
、
目
代
女
の
や
う
な
も
の
の

持
味
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
　
「
代
男
の
や

う
な
も
の
は
一
種
の
心
境
小
読
で
あ
る
と
言
へ
ば
書
ひ
得
る
も
の

だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
境
た
る
や
、
こ
れ
を
、

「
佗
び
」
と
い
ふ
需
葉
で
言
ひ
あ
ら
は
す
に
ふ
さ
は
■
し
い
と
思
ふ
，

の
で
あ
る
。

　
茶
道
要
録
と
い
ふ
書
物
に
、
「
佗
之
宇
之
事
、
音
縢
、
佑
襟
ト

．
綾
キ
、
志
テ
失
フ
ノ
貌
ト
テ
、
下
心
之
行
二
任
セ
ズ
、
事
不
足
ヲ

愛
フ
、
離
騒
ノ
注
二
、
佑
、
立
也
、
僚
、
佳
也
、
三
思
失
意
、

佳
立
而
不
能
前
也
ト
雪
ヘ
リ
」
と
あ
っ
て
、
佗
却
ち
わ
び
と
い
ふ

宇
は
泊
分
の
畜
も
ふ
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
み
る
。

垢
面
、
我
が
國
語
に
於
て
も
、
ゆ
び
と
い
ふ
語
は
、
憶
み
く
る
し

む
意
味
に
使
っ
た
も
の
で
、
物
事
の
不
如
意
を
示
す
言
葉
で
あ

る
。
茶
道
で
い
ふ
佗
は
、
此
の
物
事
が
意
の
如
く
な
ら
な
い
と
こ



み
が
ら
し
て
人
生
逃
避
的
に
な
っ
た
哲
…
薄
謝
心
境
を
い
ふ
の
で
あ

る
が
、
わ
た
く
し
の
い
ふ
西
鶴
の
佑
び
の
心
境
も
や
は
り
此
の
茶

の
湯
の
方
の
心
境
に
類
似
し
た
も
の
で
曳
な
や
み
の
人
生
の
姿
を

諦
覗
し
て
み
る
う
ち
に
、
お
の
つ
か
ら
開
け
て
く
る
諦
念
の
世
界
、

そ
れ
が
佑
の
世
界
で
あ
る
。
　
一
種
の
さ
と
り
で
あ
り
、
夏
目
漱
石

の
い
は
ゆ
る
非
人
構
の
世
界
で
あ
る
、
即
ち
、
此
の
佗
び
の
心
境

に
徹
す
る
と
い
ふ
と
、
こ
こ
に
緯
譲
を
鑑
照
す
る
や
う
な
震
幅
あ

る
氣
持
で
自
分
を
、
そ
し
て
自
分
の
窯
場
を
眺
め
る
こ
と
が
出
來

る
。
さ
5
い
ふ
氣
持
で
眺
め
ら
れ
た
雷
び
か
へ
れ
ば
非
人
情
の
世

界
か
ろ
眺
め
海
此
の
入
生
と
い
ふ
脇
の
億
．
如
何
に
な
や
み
多
く

而
し
て
わ
び
し
す
ぎ
る
事
か
．
そ
こ
に
は
　
種
の
さ
び
し
い
感
情

ま
で
も
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
畢
寛
す
る
に
、
か
う
い

ふ
人
生
に
謝
し
て
働
誉
か
け
る
わ
び
の
心
境
、
そ
し
て
．
そ
こ
に

湧
上
る
複
雑
な
寂
蓼
感
、
・
こ
れ
が
、
西
鶴
の
作
品
を
貫
通
し
て
み

る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
た
ち
が
、
今
日
西
鶴
の
作
晶
を
見

て
竃
し
み
じ
み
し
た
感
じ
に
打
た
れ
る
の
は
、
蓋
し
既
の
た
め
で

あ
る
。

　
‘
6
は
、
西
鶴
は
、
ど
昌
う
し
て
、
か
う
い
ふ
心
境
を
肥
し
て
來
控

　
　
　
　
　
わ
　
び
「
の
　
心
　
鏡

か
み
い
ふ
へ
こ
れ
は
西
鶴
が
長
年
の
間
の
俳
話
師
と
し
て
σ
修

業
が
、
こ
こ
ま
で
彼
を
高
め
た
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。
需
は

ば
、
此
の
学
び
の
境
地
は
、
た
し
か
に
、
俳
譜
的
な
境
地
で
あ

る
。
元
來
亀
俳
諮
と
い
ふ
も
の
は
、
漣
歌
に
賑
を
引
い
て
み
る
。

蓮
歌
は
南
北
朝
か
ら
壼
町
に
か
け
て
磯
達
し
た
も
の
で
、
心
馳
と

か
宗
舐
と
か
い
ふ
人
達
が
そ
の
蓮
歌
精
榊
と
い
ふ
も
の
を
確
立
し

た
。
此
の
蓮
歌
学
榊
と
い
ふ
の
が
．
緊
緊
茶
の
湯
の
精
管
と
そ
の

根
本
に
於
て
相
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
佗
び
と
い
ぴ
幽

玄
と
い
ふ
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
俳
譜
は
こ
れ
ら
の
精
紳
を
受
け

つ
い
で
來
て
る
る
。
西
鶴
は
俳
譜
の
遣
に
た
つ
さ
は
っ
て
み
る
闘

に
、
自
然
と
乱
塾
瀞
を
躰
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
言
へ
ば

人
生
と
か
入
闇
と
か
い
ふ
も
の
に
封
ず
る
態
度
を
此
の
俳
諾
に
よ

っ
て
教
へ
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
西
鶴
の
佗
の
心
境
が
生
れ
て
來
た

の
で
あ
導
O
雌
俳
一
嘗
と
い
へ
ば
．
わ
れ
わ
れ
は
膚
墜
ぐ
㎝
芭
蕉
を
田
心
ぴ
出

す
芭
蕉
曲
譜
の
根
本
は
寂
び
で
あ
る
が
、
こ
の
芭
蕉
の
寂
び
と
西

鶴
の
佑
び
と
の
間
に
は
共
通
な
も
の
が
あ
る
。
第
一
そ
の
俳
謙
精

榊
に
出
磯
し
そ
み
る
と
い
ふ
こ
と
．
第
二
生
活
態
度
の
根
本
が
同

一
黙
に
麟
藩
す
る
と
い
ふ
事
、
第
三
ど
ち
ら
も
非
人
情
の
世
界
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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目
ざ
し
て
み
る
と
い
ふ
事
な
ど
皆
相
一
致
し
て
み
る
。
だ
が
、
溢

者
の
相
違
は
、
西
鶴
が
自
ら
入
管
世
界
に
非
人
情
を
求
め
た
の
に

封
し
て
、
芭
蕉
は
自
然
界
に
そ
れ
を
求
め
た
鮎
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
ふ
。
’
從
っ
て
西
鶴
に
は
人
聞
臭
が
あ
り
、
芭
蕉
に
は
自

然
臭
が
あ
る
。
・
や
が
て
ま
た
こ
れ
が
、
佑
の
心
境
と
寂
び
の
心
境

と
の
相
違
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
．
西
鶴
は
都
會
人
だ
つ
た
、
芭
蕉

は
田
舎
者
だ
つ
た
、
，
此
の
二
者
の
稟
質
の
相
違
が
か
う
い
ふ
結
果

を
生
．
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
．

．
西
鶴
の
一
代
男
は
畢
寛
、
色
慾
世
界
を
通
じ
て
佗
び
の
心
境
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
纏
い
て
出
て
く
る
二
代
男
、
　
一
代
女
な

ど
に
至
る
と
、
よ
懸
ど
そ
の
色
慾
描
爲
が
哲
學
的
に
な
っ
て
み

る
。
ナ
な
は
ち
西
鶴
は
色
慾
世
界
を
通
じ
て
そ
の
佗
び
の
心
境
を

描
く
こ
と
を
は
つ
を
り
意
識
的
に
企
圖
し
て
來
た
模
様
で
あ
る
。
幽
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ニ

西
鶴
の
色
慾
描
爲
は
、
そ
の
色
慾
を
塾
す
の
が
第
嚇
目
的
で
な
い

か
ら
、
「
そ
の
描
寛
W
が
非
常
に
淡
白
で
あ
り
、
世
間
で
考
へ
ら
れ
て

る
る
ほ
ど
、
煽
情
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
西
鶴
に
ま
ね

て
出
て
來
た
他
の
作
家
の
作
興
と
比
べ
る
と
剛
暦
は
つ
費
り
す

る
。
西
鶴
以
後
の
作
家
は
色
慾
描
爲
の
興
味
に
引
き
ず
ら
れ
て
み

る
か
、
で
な
け
れ
ば
色
慾
世
界
に
耽
奇
的
な
眼
を
か
が
や
か
せ
て

る
る
だ
め
に
、
煽
情
的
要
素
が
實
に
濃
厚
で
あ
る
。

　
西
鶴
が
そ
の
晩
年
に
な
る
に
從
ひ
、
そ
の
題
材
を
廣
く
都
會
生

活
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
求
め
た
，
の
も
、
つ
ま
の
、
佗
び
の
境
地
を

描
か
う
と
す
る
彼
と
し
て
は
當
然
の
こ
と
と
冒
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
思
ふ
。

　
（
こ
れ
は
～
通
俗
を
旨
と
す
る
講
演
の
要
綱
で
あ
る
。
そ
の
つ

　
も
り
で
護
ま
れ
悔
い
。
）




