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(１） 452 

国
文
学
研
究
史
の
な
か
で
文
学
史
家
と
し
て
の
風
巻
景
次
郎
（
一
九
○
二
’
六
○
）
の
独
自
性
は
、
主
体
的
な
文
学
の
享
受
を
通
し

て
文
学
史
を
構
想
し
た
こ
と
、
客
観
的
に
存
在
す
る
事
物
と
し
て
の
文
学
作
品
を
対
象
と
す
る
既
存
の
文
学
史
記
述
に
対
し
て
「
焦
点

（
１
）
 

を
主
体
の
側
に
移
そ
う
と
し
た
点
で
、
ま
さ
に
一
つ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
（
西
郷
信
綱
）
を
な
し
と
げ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
風
巻
が
そ
う
し
た
方
法
論
的
転
回
を
明
確
に
表
明
し
た
の
は
、
一
九
四
○
年
代
に
入
っ
て
ほ
ど
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
四
○
年

秋
以
降
ほ
ぼ
隔
年
で
出
版
さ
れ
た
風
巻
の
三
冊
の
著
書
ｌ
『
文
学
の
発
生
』
（
子
文
書
房
、
一
九
四
○
年
十
月
）
、
『
神
々
と
人
間
」

（
八
雲
書
林
、
一
九
四
一
年
十
二
月
）
、
『
日
本
文
学
史
の
構
想
』
（
昭
森
社
、
一
九
四
二
年
十
一
月
）
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
を
『
発
生
』
『
神
々
』

『
構
想
』
と
略
記
す
る
）
ｌ
は
、
こ
う
し
た
「
主
体
的
立
場
」
か
ら
の
文
学
史
方
法
論
の
提
示
と
そ
の
実
践
の
試
み
と
し
て
、
一
つ
の

（
２
）
 

ま
と
ま
り
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
著
書
を
中
心
に
、
同
時
期
の
論
文
、
座
談
会
で
の
発
一
一
一
一
口
な
ど
を
併
せ
て

検
討
し
、
戦
時
下
の
風
巻
が
思
い
描
い
た
「
日
本
文
学
史
」
の
あ
り
方
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

一
九
四
○
年
代
前
半
の
風
巻
景
次
郎

は
じ
め
に

ｌ
そ
の
文
学
史
論
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

衣
笠
正
晃
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(２） 一九四○年代前半の風巻景次郎 4５１ 

（
３
）
 

最
初
に
上
記
一
一
一
冊
の
構
成
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
『
発
生
』
で
は
「
主
体
的
立
場
」
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
書
き
下
ろ
し
論
文

「
文
学
の
発
生
」
を
巻
頭
に
、
風
土
や
「
日
本
的
な
る
も
の
」
な
ど
の
具
体
的
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
う
文
章
、
一
九
三
○
年
以
降
書
か
れ
た

（
４
）
 

文
学
（
史
）
理
論
に
か
か
わ
る
論
文
と
、
計
十
五
本
の
論
文
を
収
め
る
。
『
神
々
』
は
『
発
生
』
刊
行
後
に
書
か
れ
た
上
代
か
ら
近
世

に
い
た
る
特
定
の
時
期
に
関
す
る
文
学
史
論
六
篇
に
、
書
き
下
ろ
し
論
文
「
文
学
史
」
を
加
え
て
椛
成
さ
れ
て
い
る
。
風
巻
の
敗
戦
前

最
後
の
単
著
で
あ
る
『
柵
想
』
は
、
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
新
旧
の
論
文
三
本
（
第
一
部
）
、
『
万
葉
集
』
か
ら
正
徹
に
い
た
る
時
代
・
作

品
に
つ
い
て
の
論
文
九
本
（
第
二
部
）
、
日
米
開
戦
後
の
「
日
本
の
哲
学
」
を
模
索
す
る
文
章
五
本
（
第
三
部
）
の
三
部
か
ら
な
る
。

と
く
に
第
一
部
冒
頭
の
論
文
「
神
代
と
現
代
と
の
間
」
（
書
き
下
ろ
し
）
は
、
『
発
生
』
に
収
め
た
三
○
年
代
の
論
文
に
明
ら
か
な
理
論

的
坊
復
を
自
己
分
析
し
た
文
章
で
あ
る
。
以
上
の
な
か
で
方
法
論
自
体
を
意
識
的
に
論
じ
た
の
は
、
「
文
学
の
発
生
」
（
『
発
生
」
）
、
「
神

代
と
人
間
と
の
間
」
（
『
構
想
』
）
の
二
論
文
だ
と
総
括
で
き
る
だ
ろ
う
。

論
文
「
文
学
の
発
生
」
の
題
名
に
は
意
図
的
に
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
あ
と
で
触
れ
る
と
お
り
、
歴
史

の
上
で
の
「
文
学
の
発
生
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
先
立
ち
、
前
提
と
な
る
の
が
も
う
一
つ
の
意
味
、
個
人
に
お
け
る
「
文
学
」
の

「
発
生
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
文
学
」
と
は
「
読
者
Ⅱ
享
受
す
る
者
の
心
」
に
お
い
て
「
発
生
」
す
る
ｌ
作
品
自
体
は
事
物
に
す

ぎ
ず
、
読
者
が
そ
れ
を
文
学
だ
と
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
風
巻
が
「
神
代
と
現
代
と
の
間
」
で
は
「
文
学
と
は
自
分
を
通
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
と
す

、
、

（
５
）
 

る
立
場
の
復
活
（
傍
点
引
用
者
）
」
と
い
う
一
一
一
一
口
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
文
学
が
個
人
を
通
じ
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
と

（
６
）
 

い
う
こ
と
自
体
は
、
風
巻
に
よ
っ
て
す
で
に
一
二
○
年
代
前
半
に
お
い
て
確
信
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
風
巻
に
と
っ
て
の
問
題

は
、
そ
う
し
た
個
人
に
基
準
を
置
く
文
学
（
性
）
の
把
握
と
学
問
と
し
て
の
文
学
研
究
が
両
立
し
え
な
い
と
い
う
認
識
に
あ
っ
た
。
そ

（
７
）
 

こ
で
風
巻
は
、
個
人
的
な
文
学
把
握
と
い
う
「
大
正
時
代
の
近
代
的
文
芸
思
潮
か
ら
蒙
つ
た
影
響
を
、
完
全
に
研
究
の
分
野
か
ら
駆
逐
」

「
個
人
／
主
観
」
か
ら
「
主
体
的
立
場
」
へ
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(３） 450 
し
た
う
え
で
、
客
観
的
で
公
正
な
「
歴
史
的
立
場
」
に
も
と
づ
い
た
文
学
史
記
述
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
三
○
年
代
に
お
け
る
マ
ル

ク
ス
主
義
や
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
ら
の
社
会
学
、
民
俗
学
へ
の
接
近
は
、
そ
の
た
め
の
方
法
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
た
が
っ
て
「
文
学
の
発
生
」
に
お
け
る
新
機
軸
と
は
、
「
個
人
的
な
文
学
成
立
の
は
た
ら
き
を
唯
一
の
武
器
と
し
て
、
文
学
史
を

（
８
）
 

書
く
と
い
ふ
こ
と
（
傍
点
引
用
者
）
」
に
あ
っ
た
。
風
巻
は
「
個
人
的
な
文
学
成
立
の
は
た
ら
き
」
を
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
文
学
史

記
述
の
障
碍
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
要
不
可
欠
の
前
提
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
無
理
に
切

り
離
し
て
い
た
「
文
学
」
と
「
文
学
研
究
」
を
統
合
し
、
彼
自
身
の
言
い
方
に
従
え
ば
、
自
ら
の
う
ち
で
対
立
し
て
い
た
「
詩
人
」
と

（
９
）
 

「
歴
史
家
」
を
一
つ
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
個
人
の
主
観
的
な
感
覚
に
も
と
づ
く
歴
史
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
盗
意
的
な
思
い
込
み
だ
け
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
危
倶
が
当
然
生
じ
る
。
風
巻
が
三
○
年
代
に
お
も
に
用
い
て
き
た
「
個
人
的
」
あ
る
い
は
「
主
観
的
」
に
替
え
て
「
文
学
の
発
生
」

以
降
「
主
体
的
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
個
人
を
超
え
た
共
同
性
に
客
観
性
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る

意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
神
代
と
現
代
と
の
間
」
で
「
主
観
的
」
と
「
主
体
的
」
の
区
別
に
触
れ
た
箇
所
を
見
る
と
、
風
巻

は
対
象
を
美
と
感
じ
る
の
は
主
観
の
働
き
だ
と
し
な
が
ら
、
時
代
や
生
活
、
教
養
を
同
じ
く
す
る
者
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
共
通
し
た

「
感
じ
方
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
文
学
の
発
生
」
で
風
巻
は
「
文
学
の
発
生
す
る
の
は
個
人
の
心
に
於
て
で
あ
り
、
文
学
の
系
譜
が
生
き
る
の
は
個
人
の
心
に
於
て

（
Ⅲ
）
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
対
象
化
さ
れ
て
見
ら
れ
る
時
は
、
そ
れ
等
の
在
り
場
所
は
社
会
の
公
衆
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
公

単
に
個
人
的
に
主
観
的
と
ば
か
り
は
言
へ
ず
、
何
ら
か
の
客
観
性
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
個
々
の
人
が
感
じ
て
ゐ
る

と
い
ふ
事
を
た
だ
ち
に
主
観
的
だ
と
言
ひ
換
へ
る
の
は
厳
密
な
仕
方
で
あ
る
と
は
言
へ
な
い
。
強
ひ
て
言
ふ
な
ら
主
体
的
と
で
も
言

っ
て
お
く
べ
き
で
も
あ
ら
う
。
と
に
か
く
個
々
人
勝
手
な
感
じ
方
を
し
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
で
ゐ
て
超
個
人
的
な
類
同
性
を
示
す
点

（
、
）

が
あ
る
〔
・
…
・
・
〕
。
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(４） 一九四○年代前半の風巻景次郎 449 

周
知
の
通
り
「
主
体
」
な
い
し
「
主
体
性
」
と
い
う
語
は
、
と
り
わ
け
世
界
史
に
お
け
る
日
本
な
い
し
日
本
民
族
の
役
割
と
い
う
文

（
皿
）

脈
の
な
か
で
、
戦
時
下
に
お
け
る
一
種
の
流
行
語
と
な
っ
て
い
た
。
国
文
学
者
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
圭
心
田
延
義
は
、
「
主
体
」
と

（
Ｍ
）
 

い
う
亟
叩
を
頻
用
し
て
総
力
戦
体
制
下
で
の
国
文
学
研
究
者
の
覚
醒
と
奮
起
と
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
の
時
期
の
風
巻
は
「
主
体
的
立
場
」
（
あ
る
い
は
修
飾
語
と
し
て
の
「
主
体
的
」
）
と
言
い
、
「
主
体
」
な
い
し
「
主
体
性
」
と
い
う

（
旧
）

一
三
口
い
方
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
時
風
巻
の
周
辺
で
「
主
体
的
立
場
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
重
要
な
意
味
を
持
た
せ
た
例
と
し
て
は
、
時
枝
誠
記
の
論
文
「
言
語
に
対

す
る
二
の
立
場
ｌ
主
体
的
立
場
と
観
察
者
的
立
場
ｌ
」
が
あ
る
。
こ
の
論
文
で
時
枝
は
「
言
語
に
対
す
る
立
場
」
を
「
理
解
、
鑑

賞
、
価
値
批
判
」
を
行
な
う
「
主
体
的
立
場
」
と
「
研
究
」
に
あ
た
っ
て
の
「
観
察
者
的
立
場
」
の
二
つ
に
大
別
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
文
学
研
究
と
い
ふ
観
察
者
的
立
場
は
、
創
作
主
体
の
活
動
と
い
ふ
主
体
的
活
動
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
研
究
の
完
壁
を

期
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
、
換
言
す
れ
ば
「
観
察
者
的
立
場
は
、
常
に
主
体
的
立
場
を
そ
の
中
に
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可

（
肥
）

能
と
さ
れ
る
」
と
し
て
、
「
主
体
的
立
場
」
を
「
観
察
者
的
立
場
」
の
前
提
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
主
体
的

立
場
」
が
研
究
の
前
提
と
し
て
設
定
さ
れ
る
点
で
は
、
時
枝
と
風
巻
の
所
論
は
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
上
記
の
時
枝
の
論
文

は
国
文
学
・
国
語
教
育
雑
誌
『
コ
ト
バ
』
の
一
九
四
○
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
「
文
学
の
発
生
」
の
執
筆
が
同
年
八
月
で
あ
る

（
Ⅳ
）
 

こ
と
か
ら
推
し
て
、
風
巻
が
こ
の
論
文
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
時
枝
に
お
い
て
は
、
「
主
体
的
活
動
」
を
お
こ
な
う
の
は
創
作
主
体
と
し
て
の
「
作
者
」
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
風
巻
の
場

合
「
主
体
的
立
場
」
に
あ
る
の
は
作
品
を
感
じ
る
側
、
つ
ま
り
「
読
者
」
の
側
だ
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、

衆
」
は
上
述
の
共
同
性
を
実
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
風
巻
の
論
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て

（
皿
）

よ
い
だ
ろ
う
。二
立
論
の
背
景
１
時
枝
誠
記
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
ー
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(５） 448 
こ
ん
ど
は
風
巻
自
身
が
「
文
学
の
発
生
」
を
執
筆
す
る
直
接
の
刺
激
と
な
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
書
物
Ｉ
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

（
旧
）

『
詩
学
叙
説
』
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
文
学
史
を
「
作
者
や
作
ロ
叩
の
経
歴
上
の
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
と
し
て
で

（
旧
）

は
な
く
、
〈
文
学
》
を
生
産
も
し
く
は
消
費
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
の
歴
史
」
と
し
て
定
義
し
、
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
作
ロ
叩

（
卯
）

よ
り
「
作
る
働
き
」
を
重
視
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
作
ロ
叩
は
作
者
Ⅱ
生
産
者
に
と
っ
て
は
終
結
、
読
者
Ⅱ
消
費
者
に
と
っ
て
は
発

展
の
起
源
で
あ
る
と
し
て
、
作
者
と
読
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
作
品
に
つ
い
て
抱
く
観
念
が
相
容
れ
な
い
こ
と
を
当
然
視
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
考
察
は
、
風
巻
に
よ
る
次
の
よ
う
な
定
義
に
確
か
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
も
、
風
巻
の
場
合
ア
ク
セ
ン
ト
が
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
作
者
と
読
者
が
作
品
を
間
に
は
さ
ん
で
各
々

独
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
各
々
の
作
品
解
釈
の
間
に
必
然
的
に
ズ
レ
が
生
じ
う
る
と
い
う
柵
図
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
力
点
は
作

者
の
側
の
創
造
の
働
き
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
風
巻
は
む
し
ろ
そ
こ
に
受
け
取
る
側
の
読
者
の
自
主
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
風
巻
は
そ
こ
に
読
者
の
立
場
か
ら
の
主
体
的
な
文
学
史
の
組
み
立
て
を
正
当
化
す
る
根
拠
を
見
出
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。こ
の
作
者
と
読
者
の
立
場
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
の
が
、
風
巻
に
よ
る
「
文
芸
」
と
「
文
学
」
の
区
別
で
あ
る
。
『
発
生
』
の

「
序
」
で
風
巻
は
、
前
著
『
中
世
の
文
学
伝
統
」
（
一
九
四
○
年
二
月
刊
）
以
来
、
自
分
は
「
文
学
」
と
い
う
語
を
「
文
芸
」
よ
り
も
狭

い
意
味
で
用
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
『
中
世
の
文
学
伝
統
」
で
は
「
文
学
と
は
、
せ
ま
い
意
味
の
文
学
的
な
今
日
い
ふ

文
学
と
は
作
品
を
中
に
し
て
、
作
家
に
と
っ
て
は
作
品
形
成
へ
の
表
現
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
は
、
作
品
の
享
受
に

（
別
）

よ
っ
て
己
の
中
に
文
学
を
成
立
せ
し
め
る
は
た
ら
き
に
外
な
ら
な
い
故
、
文
学
史
と
は
、
さ
う
し
た
は
た
『
わ
き
の
歴
史
で
あ
る
。

三
「
文
芸
」
と
「
文
学
」
と
の
区
別
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つ
ま
り
広
い
意
味
を
持
つ
「
文
芸
」
と
、
近
代
人
の
感
性
が
捉
え
う
る
、
よ
り
狭
い
も
の
と
し
て
の
「
文
学
」
と
が
識
別
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
神
代
と
現
代
と
の
間
」
で
は
、
担
い
手
の
側
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
た
整
理
が
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
民
間
伝
承
的
地
盤

に
お
い
て
し
か
伝
え
ら
れ
ぬ
」
「
神
々
の
文
学
」
な
い
し
そ
の
末
商
で
あ
る
「
集
団
的
人
間
の
作
品
」
Ⅱ
「
文
芸
」
と
、
「
す
べ
て
の
人
間

（
別
）

の
教
養
に
結
」
ぶ
「
個
人
的
人
間
の
作
ロ
叩
」
Ⅲ
「
文
学
」
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
文
芸
」
概
念
の
括
り
出
し
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
、
と
く
に
柳
田
國
男
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
引
く
『
日
本

評
論
』
一
九
四
○
年
七
月
号
の
座
談
会
（
「
民
俗
座
談
柳
田
國
男
氏
を
囲
み
て
」
）
で
は
風
巻
に
答
え
て
柳
田
が
「
文
芸
」
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
の
文
学
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
本
質
は
、
個
人
の
心
情
を
通
し
た
杼
情
で
あ
る
。
随
っ
て
そ
れ
は
ま
た
、
読
者
の
個

（
理
）

人
的
心
情
を
杼
情
的
に
す
る
」
と
言
い
、
今
日
的
で
個
人
の
杼
情
と
つ
な
が
る
も
の
を
限
定
的
に
「
文
学
」
と
呼
ぶ
見
方
を
一
不
し
て
い

た
。
『
発
生
』
の
「
序
」
で
は
続
け
て
さ
ら
に
「
文
芸
」
の
語
を
「
文
学
」
と
対
比
し
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

風
巻

柳
田

文
芸
と
い
へ
ば
、
ひ
ろ
く
言
葉
に
関
す
る
民
芸
を
も
含
ん
で
ゐ
る
。
勿
論
時
の
古
今
を
間
は
な
い
。
し
か
し
文
学
と
い
ふ
時
は
、
近

（
瀦
）

代
日
本
の
個
人
的
創
作
文
芸
、
及
び
そ
れ
に
系
譜
の
つ
な
が
る
伝
統
的
文
芸
だ
け
を
取
り
立
て
て
一
一
旨
ふ
の
で
あ
る
。

先
生
は
文
学
と
い
へ
ば
昔
話
の
や
う
な
も
の
を
含
め
て
御
話
し
に
な
り
ま
す
ね
。

（
マ
マ
）

私
に
は
文
芸
と
い
ふ
方
で
す
。
こ
れ
を
も
つ
と
精
確
に
一
一
一
口
ふ
時
に
は
民
間
文
芸
い
ふ
言
葉
を
使
ひ
ま
す
。
吾
々
の
は
口
で
伝

へ
る
口
承
文
芸
で
す
ね
。
こ
の
頃
は
わ
ざ
と
文
芸
々
々
と
言
っ
て
居
る
の
で
す
が
、
お
か
し
い
ぢ
や
な
い
か
文
芸
と
言
ふ
の

は
、
か
う
言
は
れ
た
ら
、
文
芸
に
は
字
で
書
く
の
と
二
通
り
あ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
言
は
う
と
思
っ
て
、
実
は
待
構
へ
て

（
閉
）

居
る
の
で
す
。
（
笑
声
）
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す
で
に
見
た
と
お
り
「
文
学
の
発
生
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
歴
史
上
の
「
文
学
の
発
生
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
如
上
の
「
文
学
」
が
登
場
す
る
文
学
史
上
の
時
点
を
見
定
め
る
こ
と
が
、
風
巻
に
と
っ
て
つ
ぎ
な
る
問
題
で
あ
り
、
文
学
史
を

構
想
・
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
よ
り
実
際
的
な
問
題
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
上
記
の
座
談
会
で
は
『
古

（
訂
）

今
集
』
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
他
の
場
所
で
は
『
伊
勢
物
語
』
や
六
歌
仙
の
和
歌
と
い
う
一
一
己
い
方
な
ど
も
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
と
め
れ

ば
風
巻
は
九
世
紀
後
半
に
そ
う
し
た
時
点
を
見
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
『
源
氏
物
語
」
『
新
古
今
集
」
へ
と
つ
な
が
る
ラ
イ
ン

（
魂
）

が
、
現
代
人
が
文
学
を
感
じ
取
れ
る
杼
情
の
系
謎
媚
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
時
点
よ
り
前
に
位
置
す
る
『
万
葉
集
』
は
、

そ
こ
に
い
っ
た
ん
は
今
日
的
な
文
学
に
近
い
「
言
志
」
の
歌
が
成
立
し
か
け
た
も
の
の
、
総
体
と
し
て
は
「
文
芸
」
で
は
あ
っ
て
も

（
羽
）

「
文
学
」
で
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
挙
げ
る
『
俳
句
研
究
』
一
九
四
○
年
十
二
月
号
の
座
談
会
「
俳
譜
と
日
本
文
学
」
（
風
巻
、
柳
田
の
ほ
か
折
口
信
夫
、
谷
川

徹
三
が
出
席
）
で
は
、
柳
田
の
質
問
に
答
え
て
風
巻
が
、
自
ら
の
考
え
る
「
文
学
」
と
「
文
芸
」
の
区
別
に
つ
い
て
、
文
学
史
の
な
か

で
の
位
置
づ
け
も
含
め
て
述
べ
て
い
る
。

折
ロ 風柳風抑

巻田巻田

あ
な
た
方
は
、
「
文
学
」
と
い
ふ
言
葉
と
「
文
芸
」
と
い
ふ
も
の
Ｌ
差
を
認
め
ま
せ
ん
か
。

僕
は
認
め
ま
す
が
…
…
。

い
ま
わ
れ
わ
れ
の
言
ふ
文
芸
と
い
ふ
も
の
は
あ
っ
た
で
せ
う
ね
。

初
め
に
文
芸
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
歌
に
依
っ
て
文
学
を
創
ら
う
と
い
ふ
の
が
一
寸
出
て
来
た
ん
だ
が
、
そ
れ
が
消
え
て
し

ま
ふ
ん
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
文
芸
と
し
て
は
民
間
に
伝
っ
て
行
っ
て
、
宮
廷
の
方
で
漢
詩
ば
か
り
が
文
学
を
背
負
っ
て
立

っ
て
ゐ
た
ん
ぢ
や
な
い
か
と
い
ふ
気
が
し
ま
す
。
古
今
以
後
新
し
い
文
学
と
し
て
の
連
動
が
生
れ
る
ん
で
は
な
い
か
、
と
い

ふ
一
応
の
解
釈
を
し
て
、
あ
の
歴
史
の
現
象
を
合
理
化
し
て
ゐ
る
ん
で
す
が
、
如
何
で
せ
う
。

（
恥
）

其
は
、
さ
う
で
せ
う
ね
。
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風
巻
に
よ
っ
て
『
古
今
集
』
か
ら
『
新
古
今
集
』
へ
と
つ
な
が
る
ラ
イ
ン
と
し
て
榊
想
さ
れ
た
文
学
伝
統
は
、
当
時
の
記
紀
万
葉
を

（
釦
）

絶
対
視
す
る
一
般
的
な
古
典
観
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
風
巻
の
『
万
葉
集
」
に
対
す
る
留
保
の
姿
勢
は
、
「
主
体
的
立
場
」

の
立
言
に
至
る
よ
り
前
、
三
○
年
代
に
お
い
て
中
世
歌
人
の
万
葉
歌
に
対
す
る
態
度
を
検
討
す
る
な
か
で
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
中
世
文
学
と
万
葉
集
」
（
’
九
三
三
年
初
出
）
の
な
か
で
風
巻
は
、
藤
原
俊
成
・
定
家
が
『
万
葉
集
』
を
尊
重
し
つ
つ
も
安
易
な
模
倣

を
戒
め
た
背
後
に
は
、
上
代
と
当
時
（
中
世
）
と
の
時
代
的
懸
隔
へ
の
鋭
い
意
識
が
あ
り
、
ま
た
『
古
今
集
』
に
依
拠
す
る
彼
ら
の
立

（
鋼
）

場
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
を
跡
づ
け
て
見
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
に
時
代
的
に
古
い
が
ゆ
一
え
に
記
紀
万
葉
を
尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、

選
択
的
な
古
典
観
を
採
る
と
い
う
態
度
を
風
巻
は
俊
成
・
定
家
ら
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
風
巻
は
取
り
出
し
た
こ
の
「
文
学
」
の
系
譜
を
、
「
文
学
」
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
意
識
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
否
か
と
い

う
基
準
に
よ
っ
て
区
分
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
全
面
的
に
芸
術
品
生
産
の
意
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
」
を
認
め
う
る
の
は
『
新
古

今
集
』
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
り
、
「
そ
れ
以
前
の
も
の
は
、
平
安
杼
情
の
系
譜
に
属
し
な
が
ら
文
学
以
前
で
あ
る
」
、
つ
ま
り
「
作
品

を
中
に
し
て
、
私
ら
は
私
ら
の
心
の
中
に
文
学
を
成
立
せ
し
め
う
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
作
品
生
産
に
い
た
る
は
た
ら
き
は
文
学
以
前
の

（
弧
）

意
識
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
構
図
を
利
用
し
つ
つ
、
読
者
か
ら
見
た
「
文

学
」
と
作
者
か
ら
見
た
「
文
学
」
の
ズ
レ
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
『
古
今
集
」
以
後
『
新
古
今
集
』
に
至
る
ま
で
の
文
学
は
、
享
受
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
「
文
学
」
で
あ
っ
て
も
、
生
産

者
の
側
の
意
識
を
問
題
に
す
れ
ば
「
文
学
」
で
は
な
い
と
い
う
、
暖
昧
な
領
域
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
○
年
代
の
風
巻
は
上
代

（
別
）

と
中
世
と
の
線
引
き
に
試
行
錯
誤
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
を
こ
う
し
た
平
安
文
学
の
二
重
性
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
実
際
『
神
々
』
『
榊
想
』
の
両
著
に
収
め
ら
れ
た
具
体
的
な
文
学
史
論
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
上
代
か
ら
中
世
へ
の
連
続
性
な
い
し

断
絶
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
「
文
学
」
か
ら
「
伝
統
」
へ
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中
世
歌
人
の
『
万
葉
集
』
受
容
の
あ
り
方
は
、
三
○
年
代
の
風
巻
に
と
っ
て
ま
ず
は
古
典
理
解
と
い
う
行
為
が
個
人
的
。
時
代
的
限

界
を
も
つ
と
い
う
認
識
を
も
た
ら
し
た
が
、
次
第
に
力
点
は
古
典
、
さ
ら
に
伝
統
と
い
う
も
の
の
把
握
に
お
け
る
現
在
中
心
的
な
視
点

の
優
位
性
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
文
芸
文
化
』
一
九
四
一
年
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
国
文
学
の
再
建
」
で
風
巻
は
「
今
日
の

眼
に
よ
っ
て
現
代
人
に
主
体
的
に
把
握
さ
れ
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
の
古
典
」
が
「
伝
統
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
「
虚
空
を
ゆ
く
電

波
の
ご
と
く
磁
力
線
の
ご
と
く
」
普
段
は
目
に
見
え
な
い
が
、
「
感
じ
あ
ふ
も
の
に
到
達
し
た
時
に
、
燦
と
し
て
顕
は
れ
る
」
存
在
だ

こ
う
し
た
考
え
は
『
新
潮
』
一
九
四
一
年
七
月
号
の
「
日
本
文
芸
学
（
座
談
会
）
」
で
の
発
言
に
一
層
明
確
で
あ
る
。
こ
の
席
で
風

巻
は
、
東
大
国
文
科
で
の
恩
師
に
あ
た
る
久
松
潜
一
が
国
文
学
を
「
日
本
の
主
体
的
な
も
の
」
と
し
て
「
国
体
に
即
し
て
、
普
通
な
も

の
に
た
か
め
て
行
く
」
必
要
性
を
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
普
遍
的
な
も
の
は
過
去
の
も
の
の
「
寄
せ
算
、
引
き
算
」
か
ら
生
ま
れ

る
の
か
、
と
問
う
。
「
昔
か
ら
今
ま
で
伝
統
が
あ
る
の
ぢ
や
な
く
て
、
僕
ら
が
伝
統
を
つ
く
る
の
ぢ
や
な
い
で
せ
う
か
。
〔
…
…
〕
昔
の

人
の
残
し
た
も
の
の
中
に
伝
統
が
あ
る
の
ぢ
や
な
く
て
、
吾
々
の
方
が
昔
の
人
の
つ
く
っ
た
も
の
を
見
た
時
に
、
吾
々
に
繋
が
り
が
あ

る
と
感
じ
と
っ
た
も
の
だ
け
が
伝
統
な
の
ぢ
や
な
い
で
せ
う
か
」
と
言
う
風
巻
に
、
久
松
は
根
底
に
は
連
続
性
が
存
在
し
て
い
る
、
と

答
え
る
。
こ
の
返
事
に
風
巻
は
詰
問
口
調
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
く
し
立
て
る
。

（
鈍
）

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
問
答
に
つ
づ
く
箇
所
で
風
巻
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
が
生
々
発
展
す
る
存
在
だ
と
い
う
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
す

る
。
「
そ
れ
は
確
か
に
さ
う
で
す
が
」
と
受
け
流
す
久
松
を
前
に
し
て
風
巻
は
「
さ
う
し
て
過
去
に
ば
か
り
た
よ
っ
て
ゐ
て
は
な
ら
な

い
と
恩
ふ
。
吾
々
日
本
人
が
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
明
日
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
過
去
か
ら
学
ぶ
も
の

風
巻

久
松

風
巻

つ
ま
り
超
越
的
に
実
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
そ
れ
を
た
だ
受
取
れ
ば
い
い
わ
け
な
の
で
す
ね
。

受
取
る
と
も
言
へ
ま
す
ね
。

受
取
れ
ば
い
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
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上
記
の
座
談
会
に
見
ら
れ
る
風
巻
の
論
点
は
、
伝
統
が
現
代
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
と
、
認
識
主
体
の
側
が
変

化
。
成
長
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
風
巻
は
「
主
体
的
」
な
伝
統
把
握
が
、
盗
意
的
な
、
過

去
に
対
す
る
現
在
の
安
易
な
投
影
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
も
い
る
。
た
と
え
ば
「
国
文
学
史
」
ｓ
国
語
と
国
文
学
』
一
九

β
 

純
四
一
一
年
七
月
号
）
で
は
、
古
典
が
存
続
す
る
に
あ
た
っ
て
の
「
形
式
の
約
束
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
「
今
日
の
感
じ
方
だ
け
で
文
学

錘
作
品
の
決
着
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
づ
歴
史
的
な
智
識
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
お
り
、

（
稲
）

躯
ま
た
同
年
十
一
月
の
「
私
的
と
国
民
的
」
（
「
読
書
人
』
国
文
学
書
評
欄
）
で
は
、
小
林
秀
雄
の
名
を
挙
げ
て
、
歴
史
に
「
今
日
の
人
間

（
訂
）

艀
の
問
題
の
比
嚥
的
表
現
」
を
見
る
立
場
が
感
性
や
感
情
の
不
変
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
・

靴
一
一
つ
目
の
主
体
の
側
の
生
々
発
展
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
『
構
想
』
第
三
篇
に
収
録
さ
れ
た
日
米
開
戦
後
ま
も
な
く
に
書

（
郷
）

叩
か
れ
た
文
章
を
見
る
と
、
戦
争
に
よ
る
国
家
と
国
民
の
発
展
と
い
う
文
脈
と
絡
め
て
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
と
く
に
『
構
想
』

乱
出
版
以
後
の
文
章
を
見
る
と
、
そ
う
し
た
質
的
な
変
化
が
研
究
主
体
の
自
由
な
い
し
自
立
性
を
確
保
す
る
口
実
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
ら
れ
る
。
「
古
典
研
究
の
志
向
」
（
『
短
歌
研
究
』
一
九
四
三
年
七
月
号
）
で
は
、
現
在
そ
の
歴
史
的
位
置
に
応
じ
て
「
如
何
に

日
本
国
民
の
感
性
と
知
性
が
生
長
発
展
し
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
」
か
を
痛
感
す
れ
ば
当
然
「
主
体
的
見
方
」
に
至
る
は
ず
だ
、
と
い
う
論

（
胡
）

法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
今
日
と
古
典
」
（
『
日
本
短
歌
』
同
年
八
月
号
）
で
は
、
現
在
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
神
典
」
か
つ

「
至
上
命
令
の
書
」
で
あ
る
記
紀
万
葉
と
は
別
に
、
「
個
人
と
し
て
の
自
我
の
自
覚
」
を
育
ん
だ
二
代
集
以
降
の
系
譜
が
あ
る
こ
と
を
改

め
て
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

443 

（
錨
）

は
な
い
と
思
ふ
の
で
す
」
と
ま
で
断
一
一
冒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
安
以
降
の
文
芸
も
、
吾
々
ま
た
は
次
の
時
代
の
若
い
人
に
と
っ
て
、
も
っ
と
鋭
く
正
し
く
読
ま
れ
る
時
が
く
る
で
あ
ら
う
。
ま
た

五

成
長
す
る
主
体
か
ら
「
個
」
へ
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こ
こ
で
風
巻
は
「
生
長
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら
、
個
人
が
個
人
と
し
て
十
全
に
発
達
し
う
る
社
会
の
到
来
ｌ
つ
ま
り
戦
争
後

の
時
代
を
見
通
す
と
と
も
に
、
そ
の
担
い
手
た
る
べ
き
若
い
世
代
の
果
た
す
役
割
に
期
待
を
か
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
た
と
え
ば
岩
崎
萬
喜
夫
に
よ
る
書
評
は
、
若
い
世
代
の
国
文
学
研
究
者
た
ち
の
風
巻
に
対
す
る
強
い
期
待
と
同
時
に
、
そ
の

（
則
）

所
論
を
一
別
に
し
た
と
ま
ど
い
を
伝
》
え
て
い
る
。
『
発
生
』
刊
行
時
の
『
文
芸
文
化
』
グ
ル
ー
プ
の
反
応
に
も
あ
る
種
の
距
離
を
見
て
取

（
蛆
）

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
よ
り
明
確
な
反
応
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
社
会
学
派
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
一
二
○
年
代
半
ば
の
風
巻
と
親
し
か
っ

た
永
積
安
明
の
『
構
想
』
評
（
『
文
学
』
一
九
四
三
年
六
月
号
）
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
永
積
は
こ
の
書
物
が
国
文
学
史
の
書
き
換
え
を

切
望
す
る
「
若
い
学
徒
た
ち
」
の
「
注
目
を
あ
び
て
立
ち
現
は
れ
た
」
と
し
つ
つ
、
「
は
っ
き
り
し
な
い
わ
か
り
に
く
い
も
の
が
あ
る
」

と
い
う
率
直
な
読
後
感
を
告
白
す
る
。
そ
の
分
か
り
に
く
さ
は
、
永
積
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
風
巻
が
「
合
理
的
科
学
的
」
立
場
ｌ
つ

ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
ｌ
を
批
判
・
放
棄
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
そ
の
時
代
区
分
論
に
お
け
る
上
代
と
中
世
の
境
界
、
つ
ま
り

『
古
今
集
』
の
時
代
に
「
人
間
の
自
覚
の
時
期
」
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
永
積
自
身
は
「
若
い

世
代
」
に
、
「
科
学
的
方
法
」
を
そ
こ
に
読
み
と
る
こ
と
で
こ
の
風
巻
の
仕
事
を
「
ま
ち
が
ひ
な
く
正
当
に
摂
取
」
す
る
よ
う
助
言
す

『
古
今
集
』
の

世
代
」
に
、
「

（
鴨
）

ろ
の
で
あ
る
。

ま
た
井
本
農
一
の
よ
う
な
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
も
国
粋
主
義
か
ら
も
距
離
を
置
い
た
と
こ
ろ
で
国
文
学
史
方
法
論
を
め
ぐ
る
考
察

を
続
け
て
い
た
研
究
者
の
議
論
に
も
、
風
巻
へ
の
間
接
的
批
判
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
主
観
的
偏
向
に
対
す
る
一
つ
の
反
省
」

と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
た
井
本
の
論
文
「
文
学
史
の
一
課
題
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
一
九
四
二
年
十
月
号
）
で
は
、
「
文
学
史
は
必

ず
何
等
か
主
観
的
で
あ
り
、
又
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
文
学
史
に
お
い
て
は
．
賃
せ
る
文
学
の
本
質
」
が
存
在
す
る

こ
と
が
前
提
だ
と
し
、
主
観
的
判
断
は
出
発
点
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
客
観
的
方
法
な
い
し
論
理
の
終
点
に
あ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る

（
帆
）

の
で
あ
る
。

そ
の
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
が
個
と
し
て
も
つ
と
立
派
に
な
り
深
く
な
る
に
つ
れ
て
、
個
の
人
間
の
心
の
生
長
に
伴
っ
た
な

（
㈹
）

げ
き
や
た
め
息
や
怒
り
や
た
の
し
み
や
さ
さ
や
き
や
は
、
も
っ
と
深
く
鋭
く
温
か
く
読
み
と
ら
れ
る
や
・
っ
に
な
る
で
あ
ら
う
。
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四
○
年
代
前
半
の
一
一
一
冊
の
著
作
と
そ
の
周
辺
の
文
章
・
発
言
の
な
か
で
、
風
巻
は
主
体
的
立
場
か
ら
の
文
学
（
史
）
方
法
論
を
情
熱

を
込
め
て
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
時
代
と
切
り
結
ぼ
う
と
す
る
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
風
巻
の
主
張
の
内
容
が
必
ず
し

も
周
囲
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
風
巻
に
よ
る
方
法
論
は
、
中
世
研
究
か
ら
帰
納
さ
れ
た
結
果

と
し
て
析
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

風
巻
は
二
○
年
代
後
半
か
ら
三
○
年
代
半
ば
に
か
け
て
、
の
ち
に
『
新
古
今
時
代
』
に
集
約
さ
れ
る
実
証
的
な
研
究
を
積
み
重
ね
る

一
方
で
、
対
象
と
な
る
中
世
和
歌
・
歌
人
に
対
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
を
整
理
で
き
ず
に
い
た
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
歴
史
社

会
学
派
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
『
新
古
今
集
』
と
そ
の
歌
人
た
ち
へ
の
共
感
を
明
確
に
自
覚
し
、
そ
の
時
代
を
足
場
と
し
た
文
学

史
的
見
取
り
図
の
着
想
を
得
る
。
そ
れ
が
結
実
し
た
の
が
一
九
三
九
年
に
執
筆
さ
れ
、
四
○
年
に
発
表
さ
れ
た
『
中
世
の
文
学
伝
統
』

（
帽
）

で
あ
る
。
こ
の
著
作
で
『
新
古
今
集
』
を
中
心
と
し
た
、
自
ら
が
共
感
し
》
つ
る
も
の
と
し
て
の
文
学
伝
統
を
掴
み
得
た
と
い
う
事
実
が

ま
ず
存
在
し
、
あ
と
で
そ
れ
に
対
す
る
理
論
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
こ
の
「
主
体
的
立
場
」
の
文
学
史
論
を
見
直
す
と
き
、
そ
の
先
駆
性
が
「
読
者
」
の
立
場
を
中
心
に

据
え
た
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
風
巻
自
身
三
○
年
代
の
自
分
が
（
主
観
的
な
）
「
詩
人
」
と
（
客
観
的
な
）

「
歴
史
家
」
の
あ
い
だ
で
研
究
者
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
定
め
か
ね
た
様
子
を
告
白
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
高
田
里
恵
子
に
な
ら
っ

て
言
う
な
ら
、
大
正
期
以
降
の
文
学
部
特
有
の
、
「
教
授
Ⅱ
研
究
者
」
が
「
詩
人
Ⅱ
創
作
家
」
に
対
比
さ
れ
、
前
者
が
後
者
に
劣
等
感

（
猫
）

を
抱
く
と
い
う
図
式
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
風
巻
は
こ
こ
に
「
（
主
観
的
／
主
体
的
な
）
読
者
Ⅱ
研
究
者
」
と
い
う
立
場
を
導
入
し
、

客
観
的
。
科
学
的
方
法
論
の
厳
守
を
主
張
す
る
者
、
あ
る
い
は
永
久
不
変
の
本
質
に
信
を
お
く
者
、
立
場
の
違
い
は
あ
っ
て
も
若
い

研
究
者
た
ち
は
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
あ
る
普
遍
的
な
も
の
の
存
在
に
希
望
を
つ
な
ご
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
つ
つ
も
風

巻
の
立
場
は
孤
独
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
読
者
論
の
見
地
か
ら
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そ
の
視
点
か
ら
の
文
学
史
を
構
想
す
る
こ
と
で
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
解
決
を
与
え
、
同
時
に
読
者
を
受
動
的
な
立
場
か
ら
、
能
動
的
な

立
場
へ
と
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
読
者
に
力
点
を
置
い
た
見
方
は
、
現
在
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
ハ
ン
ス
・
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ヤ
ウ
ス
の
有
名
な
「
期
待
の
地
平
」
に

（
〃
）

も
と
づ
い
た
文
学
史
理
論
・
受
容
理
論
を
た
だ
ち
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
時
代
背
景
を
異
に
し
な
が
『
ｂ
、
ヤ
ウ
ス
の
場
ム
ロ
も
風

巻
の
場
合
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
別
の
イ
ズ
ム
と
の
ｌ
風
巻
の
場
合
は
一
九
三
○
年
代
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
社
会
学
派
と
日
本
文

芸
学
と
の
、
ヤ
ウ
ス
の
場
合
は
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
と
の
‐
‐
対
立
と
い
う
状
況
を
背
景
と

（
網
）

し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
風
巻
の
場
ム
ロ
、
せ
っ
か
く
読
者
の
立
場
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
風
巻
自
身
の
、
あ
る
い

は
現
代
の
日
本
人
・
日
本
国
民
と
し
て
の
立
場
な
い
し
感
性
の
主
張
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
憾
み
が
あ
る
。
ヤ
ウ
ス
に
よ
る
な
ら
ば
、

る積極的な創作行為としてとらえるには至っていない。（蛆）
読
者
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
「
受
容
」
に
は
、
読
者
の
側
に
お
け
る
過
去
の
テ
ク
ス
ト
の
「
記
憶
」
が
必
要
に
な
る
。
「
読
者
」
と
「
作

者
」
を
一
身
に
兼
ね
た
新
古
今
歌
人
の
あ
り
方
、
そ
し
て
そ
の
技
法
と
し
て
の
本
歌
取
り
・
本
説
取
り
は
、
こ
の
問
題
の
考
察
に
あ
た
っ

て
特
権
的
な
題
材
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
風
巻
は
ｌ
す
で
に
見
た
と
お
り
、
新
古
今
歌
人
に
よ
る
万
葉
歌
の
選
別
的
な
摂
取

の
あ
り
方
を
文
学
の
主
体
的
享
受
の
モ
デ
ル
ヶ
ー
ス
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ｌ
技
法
と
し
て
の
「
本
歌
取
」
な
い
し
「
引
嶮
」

を
、
あ
く
ま
で
「
古
典
憧
慣
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
読
者
の
立
場
か
ら
作
者
の
立
場
へ
の
転
回
に
よ

（
別
）

そ
れ
は
風
巻
個
人
の
限
界
と
い
う
よ
り
も
、
国
文
学
全
体
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
、
風
巻
の
友
人
で

（
別
）

あ
っ
た
国
文
学
者
・
森
本
次
圭
口
は
国
文
学
研
究
に
お
け
る
「
表
現
」
へ
の
注
目
の
欠
如
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
同
時
代

の
欧
米
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
新
批
評
」
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
的
な
読
み
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ク
ス
プ
リ
ヵ

シ
オ
ン
・
ド
ウ
・
テ
ク
ス
ト
の
伝
統
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
本
歌
取
り
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
源
泉
探
し

を
超
え
て
、
細
部
の
表
現
の
差
異
を
見
極
め
、
新
た
な
文
脈
で
の
意
味
連
関
を
た
ど
っ
た
上
で
、
創
造
行
為
と
し
て
の
豊
か
な
意
義
付

（
腿
）

け
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヤ
ウ
ス
の
受
容
理
論
の
場
合
も
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
的
な
文
学
研
究
を
前
提

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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旧
（
記
）

雑
て
い
る
一
人
で
あ
る
。

鑪
風
巻
の
場
合
、
「
古

姻
国
文
学
の
歴
史
に
関
‐

艀
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
』

球
い
た
の
か
を
時
代
の
口

配
見
極
め
る
と
い
う
作
睾

丸
書
き
換
え
に
あ
た
つ
一

439 

一
九
九
○
年
代
後
半
以
降
、
制
度
と
し
て
の
「
国
語
国
文
学
」
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
な
か
で
、
研
究
史
に
お
け
る
リ
ヴ
ィ
ジ
ョ

ニ
ズ
ム
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
学
界
の
戦
前
と
戦
後
を
連
続
性
の
な
か
で
と
ら
え
る
視
点
に
立
っ
て
、
従
来
穏
健
な

い
し
は
進
歩
的
と
見
な
さ
れ
て
き
た
研
究
者
に
つ
い
て
、
そ
の
戦
時
下
の
言
動
だ
け
で
な
く
、
戦
後
に
お
け
る
無
反
省
あ
る
い
は
沈
黙

を
含
め
て
そ
の
（
戦
争
）
責
任
を
追
及
す
る
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
風
巻
景
次
郎
も
そ
の
批
判
的
検
討
の
対
象
と
な
っ

《
注
》

（
１
）
 

（
２
）
 

（
３
）
 

※
本
文
・
注
と
も
に
、
引
用
文
に
お
け
る
仮
名
過
い
は
原
文
の
ま
ま
、
漢
字
に
つ
い
て
は
新
字
体
に
改
め
た
。

※
出
典
の
う
ち
「
全
集
』
と
あ
る
の
は
、
『
風
巻
景
次
郎
全
集
』
（
全
十
巻
）
（
桜
楓
社
、
’
九
六
九
－
七
一
年
）
の
略
で
あ
る
。

（
製
）

の
場
ム
ロ
、
「
古
典
研
究
の
歴
史
」
（
一
九
五
九
年
）
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
研
究
史
的
業
績
が
、
今
日
な
お
明
治
か
ら
敗
戦
に
至
る

の
歴
史
に
関
し
て
支
配
的
な
準
拠
枠
で
あ
り
続
け
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
一
層
そ
の
「
責
任
」
は
重
い
と
言
え
る
か
も

い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
「
批
判
」
に
あ
た
っ
て
は
単
な
る
切
捨
て
に
終
る
の
で
は
な
く
、
風
巻
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て

か
を
時
代
の
用
語
法
と
彼
の
鞘
晦
の
な
か
か
ら
読
み
取
り
、
そ
の
上
で
、
風
巻
が
（
語
る
べ
き
）
何
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
を

る
と
い
う
作
業
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
か
た
ち
で
の
風
巻
と
の
対
決
が
、
近
代
国
文
学
研
究
と
い
う
「
物
語
」
の

え
に
あ
た
っ
て
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

西
郷
信
綱
「
方
法
の
問
題
ｌ
文
学
史
の
非
完
結
性
に
つ
い
て
Ｉ
（
解
説
）
」
『
全
集
』
第
一
巻
、
六
八
五
頁
。

風
巻
自
身
読
者
が
こ
の
三
冊
を
併
読
し
「
私
の
庶
幾
す
る
と
こ
ろ
を
想
ひ
描
」
い
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
（
「
序
」
『
構
想
』
序
六
頁
）
。

な
お
以
下
で
述
べ
る
ほ
か
に
、
三
冊
い
ず
れ
に
も
書
物
と
し
て
の
構
成
・
成
立
事
情
を
説
明
し
た
「
序
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に
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（
Ⅳ
）
風
巻
「
改
版
の
序
」
『
文
学
の
発
生
（
日
本
文
学
史
ノ
ー
ト
ー
）
』
（
角
川
書
店
、
’
九
四
八
年
）
五
頁
、
を
参
照
。

（
肥
）
「
発
生
』
の
「
序
」
で
風
巻
は
、
文
学
史
の
見
方
に
関
し
て
よ
う
や
く
「
き
は
ど
い
所
ま
で
擢
ぎ
つ
け
て
」
い
た
自
分
が
「
文
学
の
発
生
」

（
、
）
な
お
「
主
観
的
」
と
「
主
体
的
」
の
区
別
に
つ
い
て
風
巻
は
、
後
者
は
前
者
に
比
べ
て
「
も
っ
と
身
を
以
て
感
じ
て
ゐ
る
事
柄
な
の
だ
と
い

ふ
点
」
を
強
調
し
た
言
い
方
だ
と
い
う
説
明
も
お
こ
な
っ
て
い
る
（
「
文
学
史
」
『
神
々
』
三
○
頁
）
。

（
旧
）
こ
の
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学
派
」
の
哲
学
者
た
ち
で
あ
る
（
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
（
座
談
会
）
」
『
中

央
公
論
」
一
九
四
二
年
一
月
号
、
な
ど
を
参
照
）
。
そ
の
一
人
高
山
岩
男
は
「
歴
史
で
主
役
を
演
ず
る
人
間
、
即
ち
歴
史
的
主
体
は
、
簡
単
に

民
族
と
も
い
え
る
し
国
民
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
高
山
「
京
都
哲
学
の
回
想
」
燈
影
舎
、
一
九
九
五
年
、
’
五
五
頁
）
。

（
ｕ
）
「
国
文
学
徒
に
う
っ
た
ふ
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
’
九
三
九
年
八
月
号
、
一
－
九
頁
）
で
志
田
は
、
国
文
学
者
が
「
日
本
を
主
体
と
す
る
日

本
世
界
史
を
立
て
、
、
日
本
的
世
界
建
設
へ
の
道
を
明
か
な
ら
し
む
る
戦
士
」
た
る
こ
と
を
要
求
し
、
「
日
本
の
主
体
的
普
遍
に
立
つ
学
問
の
先
・

頭
に
、
輝
か
し
い
複
本
の
学
た
り
し
国
学
の
伝
統
を
保
有
す
る
国
文
学
が
、
今
日
の
体
系
を
樹
立
し
て
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

（
焔
）
加
藤
将
之
は
風
巻
が
「
聡
明
に
も
」
「
主
体
性
を
主
体
的
体
験
と
い
う
語
に
置
き
か
え
」
た
と
指
摘
す
る
（
「
主
体
性
の
国
文
学
者
風
巻
景

次
郎
と
そ
の
歌
論
」
『
短
歌
研
究
』
一
九
七
二
年
十
一
月
号
、
三
○
頁
）
。

（
焔
）
時
枝
誠
記
「
言
語
に
対
す
る
こ
の
立
場
ｌ
主
体
的
立
場
と
観
察
者
的
立
場
ｌ
」
『
言
語
本
質
論
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
所
収
、

三
五
五
－
三
六
四
頁
。
な
お
安
田
敏
朗
に
よ
れ
ば
「
主
体
的
立
場
」
を
時
枝
が
導
入
し
た
の
は
一
九
三
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
四
○
年
六
月
一

日
ま
で
の
時
期
で
あ
る
（
安
田
『
近
代
日
本
言
語
史
再
考
ｌ
帝
国
化
す
る
一
日
本
語
」
と
「
言
語
問
題
」
』
三
元
社
、
二
○
○
○
年
、
三
四

〆へノー、

１２１１ 
、－ゾ、=グ

（
７
）
 

（
８
）
 

（
９
）
 

（
、
）

（
４
）
 

（
５
）
 

（
６
）
 七
頁
）
。

『
発
生
』
二
六
’
二
七
頁
。

『
構
想
』
二
一
一
一
頁
。
の
ち
同
論
文
が
『
日
本
文
学
史
の
周
辺
」
（
塙
書
房
、
’
九
五
三
年
）
に
再
録
さ
れ
た
お
り
、
「
超
個
人
的
な
」
の
前
に

「
あ
る
社
会
の
集
団
な
り
階
級
な
り
、
言
は
ば
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
補
入
さ
れ
て
い
る
（
同
書
三
○
一
頁
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
全
集
』
の

校
異
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
「
新
興
国
文
学
」
（
『
コ
ト
パ
』
一
九
三
四
年
一
月
号
）
で
は
、
「
文
学
の
文
学
た
り
得
る
尺
度
は
作
品
自
体
に
存
せ
ず
し
て
、
こ

れ
を
受
容
す
る
人
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
発
生
」
二
四
九
頁
）
。

「
日
本
文
芸
学
の
発
生
」
『
発
生
』
二
一
八
頁
。

『
発
生
』
二
六
頁
。

『
発
生
』
一
四
頁
。

「
構
想
」
四
七
頁
。

そ
の
ほ
か
に
石
山
徹
郎
に
よ
る
風
巻
の
論
文
に
対
す
る
批
評
が
一
本
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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（
弱
）
「
日
本
文
芸
学
（
座
談
会
）
」
（
『
新
潮
』
一
九
四
一
年
七
月
号
）
一
二
三
’
一
二
五
頁
。
さ
す
が
に
こ
れ
に
対
し
て
は
久
松
が
即
座
に
「
今
と

（
皿
）
『
構
想
』
所
収
の
二
論
文
「
上
代
国
文
学
そ
の
範
囲
」
（
初
出
一
九
三
五
年
九
月
）
「
中
世
文
学
の
史
的
限
界
」
（
同
一
九
一
一
一
六
年
九
月
）
を

参
照
。
前
者
で
は
鎌
倉
未
ま
で
を
上
代
と
す
る
が
、
後
者
で
は
平
安
初
期
以
降
を
中
世
と
し
て
い
る
。

（
躯
）
当
時
の
『
万
葉
集
』
賛
美
の
言
説
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
浅
野
晃
は
「
国
民
文
学
へ
の
道
」
と
題
す
る
文
章
（
『
新
潮
」
一
九

四
一
年
十
一
月
号
）
で
、
目
下
の
「
国
民
の
再
形
成
の
た
め
に
必
要
な
国
民
的
Ⅱ
臣
民
的
感
覚
の
回
復
の
た
め
の
戦
ひ
」
に
お
い
て
依
拠
す
べ

き
古
典
と
し
て
、
記
紀
と
と
も
に
「
万
葉
集
』
を
挙
げ
て
い
る
（
三
一
頁
）
。

（
調
）
『
万
葉
集
講
座
』
第
四
巻
（
春
陽
堂
、
一
九
一
一
一
三
年
）
に
収
録
。
同
論
文
は
改
稿
さ
れ
「
定
家
為
家
の
撰
集
と
万
葉
集
」
と
し
て
風
巻
「
新

古
今
時
代
」
（
人
文
書
院
、
一
九
三
六
年
）
に
再
録
。

（
狐
）
風
巻
「
国
文
学
の
再
建
」
（
「
文
芸
文
化
』
一
九
四
一
年
二
月
号
）
七
頁
。
同
論
文
は
改
稿
さ
れ
「
神
々
」
「
序
」
の
一
部
に
転
用
さ
れ
て
い

ノー、’－，’￣、

３１３０２９ 
、－’、－'、‐ノ

'－，'－， 

２８２７ 
拍－ゾ、‐プ

グー、

２６ 
、-〆

グー、’－，グー、’-，グー、グー、グー、

２５２４２３２２２１２０１９ 
、-ノ、－ノ、－ノ、－グ、－グ、-’、＿' ・

を
執
筆
し
え
た
き
っ
か
け
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
一
・
九
三
七
年
末
か
ら
ソ
ル
ポ
ン
ヌ
で
お
こ
な
っ
．
た
講
義
「
詩
学
序
説
」
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る

（
序
五
頁
）
。
な
お
風
巻
が
参
照
し
た
テ
ク
ス
ト
は
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
（
河
盛
好
蔵
訳
）
『
詩
学
叙
説
』
（
小
山
書
店
、
一
九
三
九
年
）
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
翻
訳
の
表
題
に
は
「
叙
説
」
と
あ
る
が
、
風
巻
は
原
題
が
旨
：
§
、
冒
斡
２
．
℃
８
畳
鳥
で
あ
る
た
め
か
「
序
説
」

と
表
記
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
「
詩
学
叙
説
』
四
頁
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
『
詩
学
叙
説
」
三
二
頁
。

『
構
想
』
五
三
頁
。

「
民
俗
座
談
柳
田
國
男
氏
を
開

雀
、
橘
浦
泰
雄
が
出
席
し
て
い
る
。

る
｡ 

『
発
生
』
二
九
’
三
○
頁
。

「
俳
譜
と
日
本
文
学
（
座
談
会
）
」
（
「
俳
句
研
究
』
一
九
四
○
年
十
二
月
号
）
一
六
二
頁
。

「
文
学
の
発
生
」
『
発
生
』
所
収
）
、
「
古
代
詩
と
中
世
詩
と
の
間
」
（
「
神
々
』
所
収
）
な
ど
を
参
照
。

『
発
生
』
二
○
頁
以
下
等
を
参
照
。

「
古
代
詩
と
中
世
詩
と
の
間
」
弓
神
々
』
所
収
）
、
「
中
世
文
芸
の
始
発
」
（
『
構
想
』
所
収
）
を
参
照
。

風
巻
『
中
世
の
文
学
伝
統
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
四
○
年
）
二
五
頁
。

『
発
生
』
序
四
頁
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
コ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
哀

「
発
生
」
二
四
頁柳
田
國
男
氏
を
囲
み
て
」
（
「
日
本
評
論
』
一
九
四
○
年
七
月
号
）
二
○
八
頁
。
こ
の
座
談
会
に
は
他
に
谷
川
徹
三
、
秋
田
雨
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史
」
を
参
照
。

（
⑲
）
ヤ
ウ
ス
『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』
三
四
頁
を
参
照
。

（
釦
）
風
巻
『
新
古
今
集
』
の
特
質
と
時
代
的
傾
向
」
（
『
新
古
今
時
代
』
所
収
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
当
時
本
歌
取
り
を
積
極
的
に
と
ら
え
た
数

（
妬
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
論
「
一
九
三
○
年
代
の
国
文
学
研
究
（
二
）
Ｉ
風
巻
景
次
郎
の
位
置
に
つ
い
て
ｌ
」
（
『
言
語
と
文
化
』
第
三

号
、
二
○
○
六
年
一
月
）
を
参
照
。

（
妬
）
高
田
里
恵
子
『
文
学
部
を
め
ぐ
る
病
い
Ｉ
教
養
主
義
・
ナ
チ
ス
・
旧
制
高
校
」
（
松
籟
社
、
二
○
○
一
年
）
六
四
頁
。

（
灯
）
笹
沼
俊
暁
『
「
国
文
学
」
の
思
想
ｌ
そ
の
繁
栄
と
終
焉
ｌ
』
（
学
術
出
版
会
、
二
○
○
六
年
）
二
五
七
頁
。

（
妃
）
Ｈ
・
Ｒ
・
ヤ
ウ
ス
（
轡
田
収
訳
）
「
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
と
く
に
そ
の
第
一
章
「
挑
発
と
し
て
の
文
学

（
羽
）
た
と
え
ば
「
中
今
と
伝
統
」
に
は
「
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
は
日
本
人
の
主
体
的
歴
史
感
覚
を
更
新
せ
し
め
た
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら

れ
る
（
『
構
想
』
三
六
八
頁
）
。

（
羽
）
「
古
典
研
究
の
志
向
」
（
「
短
歌
研
究
』
一
九
四
一
一
一
年
七
月
号
）
二
二
頁
。

（
蛆
）
「
今
日
と
古
典
」
弓
日
本
短
歌
」
一
九
四
三
年
八
月
号
）
五
頁
。

（
虹
）
岩
崎
萬
喜
夫
「
風
巻
景
次
郎
氏
箸
文
学
の
発
生
」
「
古
事
記
伝
の
研
究
（
皇
国
文
学
第
二
輯
）
』
（
聖
文
閣
、
一
九
四
一
年
）
所
収
、
同

「
神
々
と
人
間
Ｉ
風
巻
景
次
郎
氏
に
つ
い
て
ｌ
」
（
「
読
書
人
」
’
九
四
二
年
十
二
月
号
）
を
参
照
。

（
蛇
）
『
発
生
』
は
「
文
芸
文
化
叢
書
」
の
九
冊
目
と
し
て
雑
誌
『
文
芸
文
化
』
の
発
行
元
・
子
文
書
一
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
同
叢
書
の
他
の
巻

に
は
同
人
ら
の
複
数
の
評
が
あ
る
の
に
対
し
、
『
発
生
』
に
つ
い
て
は
風
巻
の
元
同
僚
で
い
わ
ゆ
る
歴
史
社
会
学
派
の
一
人
で
あ
る
石
山
徹
郎

の
書
評
を
掲
載
し
た
の
み
で
あ
る
。

（
蛆
）
永
積
安
明
「
日
本
文
学
史
の
構
想
風
巻
景
次
郎
箸
（
新
刊
紹
介
）
」
（
「
国
語
と
国
文
学
』
一
九
四
三
年
六
月
号
）
七
八
’
八
○
頁
。

（
製
）
井
本
慶
一
「
文
学
史
の
一
課
題
Ｉ
主
観
的
偏
向
に
対
す
る
一
つ
の
反
省
ｌ
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
四
二
年
十
月
号
）
三
二
’
四
三

い
ふ
も
の
は
過
去
を
離
れ
て
は
な
い
と
恩
ふ
」
と
調
子
を
改
め
て
反
論
し
、
気
お
さ
れ
た
風
巻
は
「
ち
ょ
っ
と
今
の
は
言
ひ
す
ぎ
ま
し
た
。
取

消
す
こ
と
に
し
ま
す
」
と
取
り
繕
っ
て
い
る
。
な
お
風
巻
、
久
松
以
外
に
司
会
と
し
て
雅
川
滉
（
成
瀬
正
勝
）
が
出
席
し
て
い
る
。

（
記
）
風
巻
「
国
文
学
史
」
ｓ
国
語
と
国
文
学
』
一
九
四
二
年
七
月
号
）
六
頁
。

（
訳
）
風
巻
－
１
私
的
と
国
民
的
」
（
「
読
書
人
』
一
九
四
二
年
十
一
月
号
）
四
九
’
五
○
頁
。
東
京
堂
刊
行
の
出
版
情
報
誌
で
あ
る
同
誌
は
日
本
主
義

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
拠
り
所
だ
っ
た
と
も
さ
れ
る
（
平
野
鎌
『
昭
和
文
学
史
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
二
四
五
頁
）
が
、
風
巻
は
四
二
年

十
月
か
ら
十
二
月
の
三
回
「
国
文
学
」
書
評
欄
を
担
当
し
て
い
る
。
な
お
小
林
秀
雄
「
歴
史
と
文
学
』
が
創
元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九

頁
◎ 

四
一
年
九
月
で
あ
る
。
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付
記
本
論
文
は
二
○
○
六
年
度
法
政
大
学
国
内
研
修
員
と
し
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

少
な
い
例
と
し
て
、
『
文
芸
文
化
』
グ
ル
ー
プ
の
池
田
勉
は
、
一
九
四
○
年
九
月
『
コ
ト
バ
』
誌
上
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
提
議
論
文
「
国
文

学
は
如
何
に
進
む
べ
き
か
」
で
本
歌
取
り
を
「
詩
人
に
と
っ
て
最
も
意
識
的
な
文
化
行
為
」
だ
と
し
て
い
る
（
同
誌
七
三
頁
）
。

（
皿
）
森
本
次
吉
「
表
現
」
ｓ
国
語
と
国
文
学
』
一
九
四
一
年
七
月
号
）
一
’
一
七
頁
。

（
塊
）
こ
う
し
た
（
少
な
く
と
も
理
念
と
し
て
）
テ
ク
ス
ト
自
体
へ
と
向
か
う
読
み
が
欧
米
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
持
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
大
学
の
大
衆
化
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
カ
ロ
レ
ァ
の
存
在
と
い
っ
た
、
中
等
・
高
等
教
育
の
制
度
的
な
問
題
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
。
少
な
く
と
も
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
文
学
教
育
は
ほ
ぼ
初
等
教
育
に
限
定
さ
れ
て
意
味
を
持
ち
え
た
問
題
で
あ
っ
た
。

（
弱
）
風
巻
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
、
村
井
紀
「
国
文
学
者
の
十
五
年
戦
争
（
ご
」
（
『
批
評
空
間
』
Ⅱ
’
一
六
、
一
九
九
八
年
一
月
）
、
同

「
国
文
学
者
の
十
五
年
戦
争
（
二
）
」
（
『
批
評
空
間
』
Ⅱ
’
一
八
、
一
九
九
八
年
七
月
）
、
前
掲
の
笹
沼
『
「
国
文
学
」
の
思
想
』
の
第
六
章

。
国
文
学
」
の
「
革
新
上
な
ど
が
あ
る
。

（
別
）
風
巻
「
古
典
研
究
の
歴
史
」
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
』
第
一
六
巻
（
岩
波
書
店
、
’
九
五
九
年
）
所
収
。

（
比
較
文
学
・
法
学
部
教
授
）
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