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い
わ
く
、『
西
鶴
新
攷
』
は
「
西
鶴
を
現
象
的
な
姿
勢
の
場
で
、

静
止
的
に
と
ら
え
て
み
せ
て
い
る
」
に
過
ぎ
ず
、「
西
鶴
を
突
き
動

か
し
、
又
作
家
と
し
て
の
西
鶴
の
主
体
形
成
を
必
然
な
ら
し
め
て
い

る
も
の
」
を
忌
避
し
て
い
る
、
と
。
批
判
の
的
は
「
静
止
的
」
な
と

ら
え
方
に
あ
っ
た
。
廣
末
保
は
そ
の
対
極
に
、
西
鶴
の
散
文
の
「
動

的
な
主
体
性
」
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
中
に
は
、
西

鶴
を
評
し
て
「
散
文
に
突
き
動
か
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

廣
末
保
の
西
鶴
論
の
基
本
が
す
で
に
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
た
。

　

廣
末
保
の
仕
事
の
第
一
の
特
質
は
、
文
学
を
生
き
物
の
よ
う
に
動

的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
方
法
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
人

間
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
読
む
者
を
惹
き

つ
け
る
文
学
は
、
ひ
と
つ
の
言
葉
が
次
に
ど
こ
へ
つ
な
が
る
か
、
読

む
者
を
ど
こ
へ
連
れ
て
行
く
か
予
想
で
き
な
い
、
不
安
定
で
動
的
な

躍
動
感
そ
の
も
の
で
あ
る
。
廣
末
保
の
仕
事
は
、
そ
の
こ
と
を
気
づ

１　

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
発
見

　

廣
末
保
先
生
は
一
九
一
九
年
に
高
知
で
生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
今
年

は
生
誕
一
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

三
〇
歳
の
時
に
執
筆
し
た
書
評
が
あ
る
。
野
間
光
辰
著
『
西
鶴
新

攷
』
に
関
す
る
書
評
で
、
一
九
四
九
年
の
『
日
本
文
学
』
に
掲
載
さ

れ
た（
１
）。
活
字
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
二
番
目
の
、
ご
く
初
期
の
文

章
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
野
間
光
辰
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
あ
っ
た
。
研

究
者
は
、
他
者
の
研
究
へ
の
批
判
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
、
と

り
わ
け
若
い
と
き
に
お
こ
な
う
批
判
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
の

か
、
推
測
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
年
上
の
研
究
者
の
力
を
借
り

て
、
そ
の
研
究
者
と
は
異
な
る
自
己
の
言
葉
を
、
お
の
れ
の
深
い
と

こ
ろ
か
ら
つ
か
み
出
す
作
業
な
の
で
あ
る
。

〈
報
告
〉

廣
末
保
の
仕
事

田
中　

優
子
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文
章
は
廣
末
保
の
仕
事
の
核
心
と
し
て
、
見
事
に
呼
応
し
て
い
る
。

　
「
言
葉
を
読
み
、
聞
く
人
間
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
言
葉
を
単
に

意
味
と
し
て
受
け
取
り
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
己
の
内
部
で

刻
々
と
創
造
し
続
け
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
第
一
の
発
見
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
未
完
の
方
法
」
は
廣
末
保
の
第
二
の
発
見
で
あ
っ
た
。

そ
の
第
二
の
発
見
が
、
第
一
の
発
見
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
い
う

構
造
で
あ
る
。
こ
の
「
未
完
の
方
法
」
は
単
に
個
人
の
中
で
の
未
完

の
方
法
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
言
葉
の
創
造
が
社
会
状
況
と
呼
応

し
て
い
た
、
と
い
う
発
想
か
ら
、
元
禄
時
代
が
転
換
期
で
あ
る
、
と

い
う
第
三
の
発
見
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

デ
ュ
ア
ル
な
展
開
か
ら
言
葉
の
躍
動
が
見
え
る

　

廣
末
保
は
主
に
井
原
西
鶴
と
松
尾
芭
蕉
の
文
学
か
ら
、
転
換
期
の

文
学
の
も
つ
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の

た
め
に
は
重
要
な
こ
と
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

文
学
内
部
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
ル
を
分
け
て
い
る
境
を
取
り
払
う
こ
と

で
あ
る
。
西
鶴
の
散
文
が
俳
諧
の
方
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ

と
は
、
今
で
は
多
く
の
人
が
理
解
で
き
て
い
る
。
そ
れ
は
廣
末
保
に

よ
っ
て
明
確
に
言
語
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
西
鶴
の
小
説（
３
）』
で
は
、
西
鶴
の
特
徴
で
あ
る
「
短
編

群
の
集
合
体
」
の
方
法
に
つ
い
て
、
編
を
個
々
の
作
品
と
し
て
読
む

こ
と
は
で
き
る
が
、「
そ
ん
な
ふ
う
に
読
ん
で
し
ま
っ
て
は
読
め
な

い
何
か
が
あ
り
、
そ
の
何
か
を
読
ま
な
い
か
ぎ
り
、
西
鶴
を
読
ん
だ

か
せ
る
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
言
葉
を
読
み
、

聞
く
人
間
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
言
葉
を
単
に
意
味
と
し
て
受
け
取

り
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
己
の
内
部
で
刻
々
と
創
造
し
続
け

て
い
る
、
と
い
う
事
実
の
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
文
学
を
私
た

ち
が
読
む
と
い
う
こ
と
は
ど
ん
な
作
業
な
の
か
」
と
い
う
、
西
鶴
を

通
し
て
き
わ
め
て
普
遍
的
な
問
題
に
迫
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

廣
末
保
の
絶
筆
に
、「
自
己
完
結
的
な
古
典
志
向
を
拒
否
し
た
上

で
の
選
択（
２
）」

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
廣
末
保
は
芭
蕉
に

つ
い
て
「
何
よ
り
も
私
を
震
撼
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
付
け
合
い
が
不

安
定
な
存
在
感
に
耐
え
な
が
ら
向
い
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
と
書
い
た
。
ま
た
、「
放
棄
」「
存
在
と
非
在
の
あ
わ
い
に
賭
け

る
」
と
い
う
言
葉
も
書
き
つ
け
た
。
さ
ら
に
西
鶴
に
つ
い
て
は
、「
離

陸
し
き
る
こ
と
も
な
く
着
地
す
る
こ
と
も
な
い
西
鶴
の
俳
諧
的
文
体

も
同
様
、
自
己
自
身
に
お
い
て
完
結
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
」

と
書
い
た
。
す
な
わ
ち
「
未
完
の
方
法
」
で
あ
る
。
ど
ん
な
文
学
で

も
読
む
者
が
言
葉
に
出
会
い
自
分
自
身
の
中
で
創
造
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
自
身
が
不
安
定
で
動
的

な
言
葉
を
選
び
運
び
続
け
、
そ
れ
を
決
し
て
完
結
さ
せ
な
い
、
と
い

う
方
法
を
も
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
可
能
だ
、
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
廣
末
保
は
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
創
造
が
社
会
状
況
と

呼
応
し
て
い
た
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
芭
蕉
と
西
鶴
の
い
た
時
代
そ

の
も
の
が
「
転
換
期
」
で
あ
る
、
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。
廣
末

保
の
発
見
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
文
化
史
上
ま
れ
な
時
代
と
し
て

の
元
禄
期
の
発
見
で
も
あ
っ
た
。
初
期
の
文
章
と
、
絶
筆
と
な
っ
た
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て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
短
編
群
の
集
合
体
」
作
品
は
、

そ
れ
自
体
も
閉
じ
て
い
な
い
こ
と
に
、
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

に
は
「
量
の
文
学
」「
量
的
に
増
殖
し
つ
づ
け
る
発
想
」
と
い
う
、

さ
ら
な
る
発
見
が
あ
っ
た
。

　
「
量
の
文
学
」
と
は
、
単
に
多
作
で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
実
際
に
多
作
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
だ
け
注
目
す
れ
ば
、
そ
の

理
由
は
当
時
の
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
つ
ま
り
市
場
に
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
廣
末
保
は
「
そ
こ
に
還
元
で
き
な
い
」
と

言
う
。
こ
の
「
還
元
で
き
な
い
」
と
い
う
書
き
方
も
、
廣
末
保
の
重

要
な
方
法
で
あ
る
。
量
の
文
学
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
市
場
の
事
情
に

あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
こ
に
「
還
元
で
き
な
い
」
の
で
、

他
に
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
西
鶴
の
方
法
が
「
意
表
を
つ
き
転
調
し

な
が
ら
増
殖
し
て
い
く
運
動
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
を
同
時
に
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
還
元
で
き
な
い
」
と
い
う
書
き
方
は
、
俳
諧
と
文
章
の
関

係
に
つ
い
て
も
使
っ
て
い
る
。
な
ぜ
西
鶴
の
文
章
は
「
俳
諧
的
」
な

の
か
？ 　

そ
れ
は
、俳
諧
師
の
書
い
た
文
章
だ
か
ら
俳
諧
的
に
な
っ

た
、
と
い
う
職
業
ジ
ャ
ン
ル
に
は
還
元
で
き
な
い
。「
転
調
し
な
が

ら
増
殖
し
て
い
く
運
動
」
で
あ
る
こ
と
が
、
俳
諧
と
い
う
運
動
だ
か

ら
な
の
で
あ
る
。

　

廣
末
保
の
文
学
論
は
、
常
に
デ
ュ
ア
ル
（
二
元
的
）
に
展
開
す
る
。

「
～
は
否
定
し
な
い
が
、
実
は
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
う
い
う
も
の
が

潜
ん
で
い
る
」「
～
に
は
還
元
で
き
ず
、実
は
こ
う
い
う
躍
動
が
あ
る
」

と
い
う
展
開
の
方
法
を
も
つ
。
そ
こ
か
ら
多
く
の
発
見
が
な
さ
れ
た
。

こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
書
き
方
を
西
鶴
は
し
て
い
る
」
と
書
い

た
。
こ
こ
に
は
「
読
み
方
」
の
問
題
提
起
が
あ
る
。
短
編
を
個
々
の

作
品
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
だ
か
ら
そ
の
読
み
方
は
否
定
し

な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
何
か
が
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
読
む
豊

か
さ
を
受
け
取
り
そ
こ
な
う
。
こ
れ
は
、
読
む
方
法
は
ひ
と
つ
で
は

な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
文
学
を

読
む
と
き
、
意
味
を
理
解
し
た
と
し
て
も
、
何
か
大
事
な
も
の
を
見

失
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
大
事
な
も
の
と
は
、「
ス
ト
ー

リ
ー
」
や
「
言
葉
の
意
味
」
の
向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は

「
言
葉
そ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

　

小
説
を
読
む
と
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
む
こ
と
で
は
な
い
。
言
葉

と
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
と
こ
と
ん
知
っ
て
い
る
作
者
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
時
代
を
超
え
て
人
が
出
会
え
る
言
葉
を
、
そ
こ
に
置

く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、「
小
説
」
と
「
詩
歌
」（
こ
こ
で
は

俳
諧
）、
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
区
分
を
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
く
な
る
。

ど
ち
ら
も
、言
葉
に
出
会
う
体
験
の
場
だ
か
ら
で
あ
る
。ま
さ
に
、「
読

む
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
そ
こ
で
は
変
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
っ
た
。

　

文
学
を
研
究
す
る
者
は
し
ば
し
ば
、
こ
れ
は
詩
で
あ
る
、
こ
れ
は

歌
で
あ
る
、
俳
諧
で
あ
る
、
小
説
で
あ
る
と
分
類
し
、
分
類
す
る
と

わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
分
類
を
超
え
る

方
法
を
、
廣
末
保
は
実
践
し
た
。
真
に
言
葉
に
出
会
う
体
験
、
も
し

く
は
文
学
に
出
会
う
体
験
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
、
も
う
分
類
は
で

き
な
い
。
廣
末
保
は
そ
の
よ
う
な
地
平
で
芭
蕉
も
西
鶴
も
近
松
も
み
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と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
近
松
に
お
け
る
デ
ュ
ア
ル
な
構
造
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
言
葉
で
書
か
れ
た
も
の
の
ジ
ャ
ン
ル
分
類
を
「
意
味
が

な
い
」
と
論
ず
る
の
は
や
さ
し
い
が
、
そ
れ
で
は
既
成
概
念
は
壊
れ

な
い
。
廣
末
保
は
誰
も
が
立
ち
会
う
、
本
を
読
む
時
間
、
あ
る
い
は

劇
場
に
お
い
て
体
験
す
る
そ
の
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
ジ
ャ
ン

ル
を
超
え
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

私
は
近
世
文
学
と
遭
遇
す
る
前
に
、
法
政
大
学
文
学
部
日
本
文
学

科
の
中
で
近
代
文
学
を
専
攻
し
て
い
た
。
同
時
に
教
養
課
程
の
な
か

で
言
語
学
に
出
会
い
、
構
造
主
義
を
中
心
と
す
る
言
語
学
を
吸
収
し

て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
文
学
や
歴
史
や
人
類
学
と
い
っ
た
学
問
ジ
ャ

ン
ル
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
言
葉
」
と
い
か
に

出
会
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
常
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
生
成
文
法
に

も
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
音
韻
学
に
も
挑
戦
し
た
が
、
そ
れ
ら
を

も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
の
豊
か
さ
に
迫
ろ
う
と
し
た
文
学
者
た

ち
の
存
在
か
ら
は
、
と
り
わ
け
影
響
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
ロ
ラ
ン・

バ
ル
ト
の
『
Ｓ
／
Ｚ
』
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
文
学
論
だ
っ
た
。
分
析

だ
け
で
は
な
く
文
学
と
い
う
も
の
を
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
が
ど

う
い
う
行
為
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
基
本
に
し
て
、
考
え
て
い
る
著

書
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
学
び
の
経
験
が
あ
る
こ
と
で
、
私
に

と
っ
て
廣
末
保
の
こ
の
論
じ
方
は
非
常
に
納
得
で
き
る
、
近
し
い
も

の
だ
っ
た
。

　

違
い
が
あ
る
と
す
る
と
、
バ
ル
ト
は
言
葉
を
「
サ
ン
タ
グ
ム
」
と

「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
の
側
面
に
分
け
て
分
析
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
サ

ま
さ
に
文
学
の
豊
か
さ
と
は
、
読
み
の
方
法
の
批
判
的
な
営
み
か
ら

発
掘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
方
法
論
を
書
く
こ
と
で
な

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
作
品
に
密
着
し
て
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
と

出
会
っ
て
い
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。『
西

鶴
の
小
説
』
は
、
読
み
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

　

こ
の
「
読
む
」
と
い
う
作
業
の
中
で
分
析
を
し
て
し
ま
う
と
、
分

析
を
し
た
こ
と
に
対
し
て
名
前
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
名
前
を
付

け
る
と
安
心
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
さ
ら
に
い
く

つ
も
名
前
を
つ
け
て
そ
こ
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
分
類
を
細
か
く

し
て
そ
こ
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
ど
れ
ほ

ど
詳
細
な
分
類
に
も
還
元
で
き
な
い
。
還
元
し
て
し
ま
う
と
、
そ
こ

か
ら
大
事
な
こ
と
が
漏
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
一
つ
を
言
い
な
が

ら
、
別
の
こ
と
を
同
時
に
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
方
法
に
な

る
。

　

廣
末
保
は
近
松
門
左
衛
門
の
『
心
中
天
の
網
島
』
を
使
っ
て
、
や

は
り
言
葉
に
出
会
っ
て
い
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
書
い
た（
４
）。

そ
こ
で
も
、

ジ
ャ
ン
ル
は
超
え
ら
れ
て
い
く
。
文
学
な
の
か
浄
瑠
璃
な
の
か
演
劇

な
の
か
、
と
い
う
問
い
は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
近
松
は
〈
語
り
〉

の
こ
と
ば
を
演
劇
の
こ
と
ば
に
し
た
が
、
そ
れ
は
、〈
語
り
〉
の
こ

と
ば
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
な
演
劇
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
を
義
太
夫
節
が
聴
覚
的
に
舞
台
化
し
た
」（『
心
中

天
の
網
島
』）
と
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、〈
語
り
〉
と
演

劇
と
義
太
夫
節
と
い
う
、
還
元
で
き
な
い
も
の
を
つ
な
げ
て
い
く
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
実
に
や
っ
た
人
が
い
る
、
そ
れ
が
近
松
だ
、
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の
場
合
は
、
視
覚
の
動
き
が
早
い
。
ま
る
で
カ
メ
ラ
が
動
き
回
る
よ

う
だ
。
ス
ピ
ー
ド
が
増
殖
を
引
き
起
こ
す
。
芭
蕉
の
俳
諧
の
場
合
は
、

次
の
人
に
受
け
渡
さ
れ
た
と
き
の
、
意
味
の
転
換
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
。

廣
末
保
は
元
禄
文
学
の
な
か
に
、「
転
調
し
な
が
ら
増
殖
し
て
い
く
」

ス
ピ
ー
ド
を
発
見
し
た
。
こ
の
速
度
、
と
い
う
側
面
は
日
本
の
近
世

文
学
の
特
質
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
も
速
く
読
ん
で
も
同
じ
で
は
な
い
か
、

と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
の
こ
と
で
は
な
い
。
読

ん
で
い
る
と
き
に
、
頭
の
中
で
様
々
な
こ
と
が
展
開
す
る
。
そ
こ
に

起
こ
る
展
開
と
想
像
の
ス
ピ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。「
転
調
し
な
が

ら
増
殖
」
す
る
際
の
そ
の
速
度
の
こ
と
だ
。

　

私
は
上
田
秋
成
の
読
本
で
『
Ｓ
／
Ｚ
』
の
方
法
を
実
験
し
た
。
近

世
中
期
に
出
現
し
た
読
本
の
特
徴
は
速
度
で
は
な
い
。
中
国
の
俗
語

や
日
本
の
平
安
期
の
文
学
や
歴
史
叙
述
が
、
近
世
の
言
葉
の
中
に
溶

解
し
ま
じ
り
合
う
め
く
る
め
く
世
界
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
発
見
に

は
、
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
の
分
析
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、

近
世
文
学
は
近
世
全
体
に
共
通
の
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
近

世
の
中
の
よ
り
短
い
時
代
の
特
徴
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
、
明
確
に
き
っ
ち
り
切
り
分
け
ら
れ
る
性
質
の

も
の
で
は
な
い
が
、
あ
る
時
代
に
特
徴
的
に
現
れ
る
方
法
は
確
か
に

あ
る
。
近
世
文
学
研
究
は
今
後
さ
ら
に
、
よ
り
短
い
ス
パ
ン
の
な
か

で
、
そ
の
方
法
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も

ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
分
析
す
る
よ
り
、
短
い
時
代
ご
と
に
通
ジ
ャ
ン
ル

的
に
見
渡
す
ほ
う
が
、
文
学
論
と
し
て
は
実
り
多
い
も
の
に
な
る
。

ン
タ
グ
ム
」
と
は
言
葉
と
出
会
い
、
そ
れ
が
次
の
言
葉
に
つ
な
が
っ

て
い
く
線
的
な
動
き
の
こ
と
で
あ
る
。
線
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
で
私
た
ち
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
意
味
を
形

成
し
な
い
。「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
と
は
、
線
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
が
、
そ
の
背
後
に
も
つ
無
数
の
歴
史
的
使
用
や

極
め
て
豊
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
深
み
の
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
辞
書

的
な
意
味
の
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
歌
枕
の
よ
う
に
、
そ
の
言

葉
に
、
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
と
想
像
力
と
感
性
が
全
て
入
っ
て
い
る

言
葉
群
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
線
的
に
読
ん
で
い
る
間
に
、
知
っ
て

い
れ
ば
知
っ
て
い
る
ほ
ど
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
か
ら
極
め
て
大

き
な
情
報
や
感
覚
が
湧
き
出
て
く
る
の
を
、
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
湧
き
出
て
く
る
も
の
を
つ
か
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
線

上
に
と
ど
ま
ら
せ
て
読
ん
で
い
く
の
だ
。
バ
ル
ト
は
そ
の
掛
け
合
い

を
時
に
楽
譜
の
よ
う
な
も
の
で
表
現
し
た
。

　

俳
諧
の
場
合
、
前
の
人
が
詠
ん
だ
言
葉
の
背
景
を
豊
か
に
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
人
は
、
次
の
句
を
深
く
面
白
く
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
人
が
文
章
を
読
む
際
に
も
現
実
に
お
こ

な
っ
て
い
る
。
し
か
も
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
五
感
、
環
境
、
身
体

的
な
状
態
な
ど
様
々
な
要
素
を
そ
こ
に
感
じ
取
る
。
そ
こ
に
は
音
も

入
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
楽
譜
を
使
っ
て
み

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
み
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
追
求
し
な

が
ら
、
や
が
て
私
は
近
世
文
学
と
出
会
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
芭
蕉
や
西
鶴
を
論
じ
る
と
き
は
、
バ
ル
ト
の
よ
う
な
方
法

で
は
見
失
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ス
ピ
ー
ド
」
で
あ
る
。
西
鶴
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た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
が
何
を
つ
か
ん
だ
の
か
、
何
を
分
か
っ

た
の
か
知
り
た
い
、
と
い
う
熱
望
が
渦
巻
い
て
い
て
、
そ
の
火
を
消

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

知
識
を
と
も
な
っ
た
近
世
文
学
の
理
解
に
至
る
の
が
い
か
に
険
し

い
道
か
、
そ
れ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、
廣
末
保
の
学
部
に
お
け

る
講
義
だ
っ
た
。
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
と
き
廣
末
先
生
が

何
を
話
し
て
お
ら
れ
た
の
は
、は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
遊

行
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
漂
泊
、
遊
行
、
悪
場
所
が
、
廣
末
保
の

文
学
論
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ

ろ
私
が
分
か
ら
な
か
っ
た
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に

関
し
て
、
廣
末
保
は
近
世
を
中
世
の
側
か
ら
見
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

近
代
か
ら
近
世
を
、
そ
れ
も
江
戸
と
い
う
都
市
の
「
連
」
の
現
象
に

心
を
奪
わ
れ
て
い
た
私
に
は
、
逆
方
向
か
ら
近
世
を
見
て
い
る
そ
の

視
線
が
見
え
な
か
っ
た
の
だ
。
と
り
わ
け
、
芝
居
町
や
遊
郭
と
い
う

悪
場
所
の
起
源
が
遊
行
に
あ
る
、
と
い
う
時
間
的
な
因
果
関
係
が
見

え
な
か
っ
た
。

　

分
か
ら
な
か
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
遊
行
と
定
住
と
い
う

対
比
が
、
廣
末
保
と
い
う
人
の
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。
こ
れ
は

中
世
の
連
続
線
上
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
廣
末
保
が
生
ま
れ
育
っ
た

場
所
で
、
実
際
に
体
験
し
て
い
た
定
住
民
と
遍
路
と
の
関
係
に
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
後
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
廣
末
保
は
、

自
身
が
定
住
民
と
し
て
、
遍
路
た
ち
を
み
つ
め
て
い
た
。
そ
れ
は
今

の
観
光
的
遍
路
で
は
な
い
。
病
に
陥
り
、
あ
る
い
は
傷
つ
き
、
わ
ず

か
な
再
生
を
願
っ
て
這
う
よ
う
に
歩
く
人
々
の
姿
で
あ
る
。
一
九
七

廣
末
保
は
、
そ
の
こ
と
の
重
要
性
も
発
見
し
た
。
読
本
の
分
析
を
す

る
、
演
劇
の
分
析
を
す
る
、
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
研
究
に
な
り
が
ち
だ

が
、
元
禄
時
代
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
か
、
ど
ん
な
文
学
が
生
ま
れ

た
の
か
と
、
そ
の
時
代
で
通
ジ
ャ
ン
ル
的
に
見
た
ほ
う
が
理
解
で
き

る
。
近
世
文
学
も
近
代
文
学
も
、
そ
の
研
究
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ

う
。

３　

遊
行
・
悪
場
所
と
の
遭
遇

　

こ
の
小
見
出
し
に
あ
る
「
遭
遇
」
は
、
私
に
と
っ
て
の
遭
遇
で
あ

る
。
私
は
石
川
淳
の
エ
ッ
セ
イ
と
小
説
か
ら
近
世
文
学
に
入
り
、
言

語
学
や
構
造
主
義
文
学
論
や
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
い
つ
も
脇
に
置
い
て

い
た
。
そ
う
い
う
大
学
生
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
廣
末
保
の
講
義
は

驚
き
の
連
続
で
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
驚
き
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、

「
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
驚
き
で
あ
る
。
む
ろ
ん
石
川
淳

の
江
戸
文
学
論
な
ら
理
解
で
き
て
い
た
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

多
く
の
知
識
を
も
っ
て
学
問
的
に
論
理
的
に
理
解
、
な
ど
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
も
そ
も
私
は
近
世
文
学
と
は
全
く
無
縁
無
関
心
な
状
況

で
大
学
に
入
り
、
小
田
切
秀
雄
ゼ
ミ
で
近
代
文
学
を
学
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。
近
世
文
学
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
時
代
社
会
に
つ
い
て
も
ほ

と
ん
ど
関
心
は
な
く
、
古
典
の
文
章
も
よ
く
読
め
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
石
川
淳
の
江
戸
文
学
論
は
「
理
解
」
は
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
衝
撃
的
に
「
核
心
を
つ
か
ん
だ
」「
分
か
っ
た
」
と
い
う
感

覚
を
も
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
う
し
て
も
近
世
文
学
研
究
に
進
み

9
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対
比
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
。
そ
れ
は
歴
史
学
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
定
住
民
」
と
「
遊
行
民
」
の
二
分
類
を
前
提
に
し
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
遊
行
僧
、
歩
き
巫
女
、
山

伏
、
遍
路
な
ど
は
宗
教
世
界
と
結
び
つ
い
た
存
在
で
は
あ
る
も
の
の
、

や
は
り
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
廣
末
保
は
そ
こ
に
、
他
の
誰
も
提
起

し
な
か
っ
た
側
面
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
「
詐
術
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

漂
泊
の
民
は
、「
恐
れ
と
蔑
視
の
複
合
し
た
定
住
民
の
意
識
」
に

「
乗
ず
る
」
す
べ
を
も
っ
て
い
た
。
定
住
民
の
恐
れ
と
蔑
視
を
ひ
と

つ
の
手
段
と
し
て
、
彼
ら
は
定
住
民
の
罪
障
を
担
う
。
担
わ
せ
た
ほ

う
の
う
し
ろ
め
た
さ
は
、
金
銭
と
い
う
形
に
な
っ
て
受
け
渡
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
担
い
担
わ
さ
れ
る
「
不
可
分
の
関
係
」
が
そ
こ
に
あ

る
こ
と
を
見
抜
い
た
。「
定
住
」
と
「
遊
行
」
は
宿
命
的
な
「
関
わ
り
」

で
あ
っ
て
、「
分
類
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
廣
末
先
生
は
、「
大
学

の
教
師
は
学
生
を
だ
ま
し
て
生
き
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
衝
撃
的
だ
っ
た
の
で
、
よ
く
覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
忘
れ

ら
れ
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
「
こ
れ
は
真
実
か
も
し
れ
な
い
」

と
思
っ
た
か
ら
だ
。
師
と
弟
子
の
関
係
も
、
芸
能
民
と
観
客
の
関
係

も
、
遊
女
と
客
の
関
係
も
、
商
人
と
顧
客
の
関
係
も
、「
詐
術
」
と

い
う
言
葉
で
語
る
こ
と
の
で
き
る
側
面
が
必
ず
あ
る
。
旅
と
漂
泊
の

問
題
は
、
一
方
で
芭
蕉
論
の
根
幹
を
成
し
、
も
う
一
方
で
悪
場
所
論

の
根
幹
を
成
し
た
。

　

神
霊
を
に
な
い
、
神
語
を
説
き
。
神
に
扮
す
る
も
の
た
ち
の

二
年
九
月
の
「
月
刊
百
科
」（
平
凡
社
）
に
、
廣
末
保
は
「
旅
の
境
涯
」

と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

遍
路
の
往
き
来
は
多
く
、日
に
な
ん
に
ん
も
家
の
門
（
か
ど
）

に
立
っ
た
。
そ
の
白
装
束
の
遍
路
を
、
お
遍
土
さ
ん
と
い
か
に

も
親
し
げ
に
よ
ん
だ
。
し
か
し
、
子
供
心
に
も
自
分
た
ち
と
は

別
の
世
界
の
人
だ
と
思
っ
て
い
た
。
有
難
い
人
の
よ
う
で
も
あ

り
、
気
の
毒
な
人
の
よ
う
で
も
あ
り
、
恐
ろ
し
い
人
の
よ
う
で

も
あ
っ
た（
５
）。

　

お
遍
路
さ
ん
を
家
で
は
ど
う
迎
え
、
ど
う
感
じ
て
い
た
か
は
、
廣

末
先
生
ご
自
身
か
ら
も
何
度
か
伺
っ
て
い
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な

感
じ
方
は
直
接
語
る
の
が
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
聞
い
た
こ
と

は
な
く
、
後
に
文
章
で
知
っ
た
。
そ
れ
は
菜
の
花
が
咲
く
こ
ろ
の
雨

の
降
る
日
だ
っ
た
。
小
学
生
の
「
私
」
が
町
は
ず
れ
の
田
舎
道
を
歩

い
て
い
る
と
、
向
こ
う
か
ら
白
装
束
の
遍
路
が
ひ
と
り
歩
い
て
く
る
。

そ
の
と
き
、「
急
に
そ
の
道
が
見
馴
れ
た
い
つ
も
の
道
で
な
い
よ
う

な
気
が
し
た
」
の
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
「
か
れ
ら
が
自
分
た
ち
と

は
ち
が
っ
た
道
の
上
を
歩
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
だ
し
た
。
か
す
か

な
そ
れ
は
衝
撃
で
も
あ
っ
た
。
私
は
怯
え
。
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、

遍
路
を
道
で
見
か
け
る
と
脇
道
に
そ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
。

　

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、「
旅
に
出
る
」と
い
う
言
葉
を
聞
く
と「
異

質
な
時
空
と
し
て
の
道
」
と
し
て
「
遍
路
の
道
」
を
連
想
す
る
よ
う

に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
は
「
此
岸
の
時
空
」
と
「
異
質
な
時
空
」
の
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当
時
、
歴
史
家
の
網
野
善
彦
が
新
し
い
中
世
観
を
提
示
し
て
い
た
。

定
住
す
る
農
民
と
は
異
な
る
多
様
な
遊
行
の
民
が
中
世
に
も
近
世
に

も
い
た
こ
と
、
戸
籍
上
は
農
民
で
あ
っ
て
も
実
際
に
は
非
農
民
と
し

て
移
動
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
人
々
が
い
た
こ
と
を
、
明
確
に
し
た

の
で
あ
る
。
廣
末
保
は
網
野
善
彦
と
親
交
が
あ
り
、
中
世
遊
行
民
か

ら
定
住
し
て
い
く
こ
と
で
近
世
の
生
活
と
文
化
が
出
来
上
が
っ
て

い
っ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
芭
蕉
の
よ
う
に
、
遊
行
民
と
し
て
の

生
き
方
を
意
識
的
に
選
び
取
る
者
が
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
。

網
野
善
彦
と
廣
末
保
は
、
歴
史
と
文
学
と
い
う
位
置
で
、
同
じ
と
こ

ろ
を
見
て
い
た
。

　

し
か
し
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
生
誕
百
年　

廣
末
保
の
仕
事
』
に
寄
稿
し
た
高
橋
昌
明
は
「
廣
末
保
と
絵
金
」
の

な
か
で
、
重
要
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　

二
人
に
は
明
ら
か
に
共
通
す
る
議
論
の
対
象
が
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
網
野
に
は
、
廣
末
の
よ
う
な
遊
行
漂
泊
の
呪
術
的
な
芸

能
者
が
、
定
住
民
を
脅
か
す
不
気
味
さ
ゆ
え
に
、
蔑
視
の
対
象

で
あ
る
と
と
も
に
畏
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
が
弱
く
、

非
農
業
民
の
本
来
的
な
自
由
の
強
調
と
、
非
農
業
民
と
農
業
民

を
高
い
視
座
か
ら
鳥
瞰
し
、
二
項
対
立
的
に
概
念
化
す
る
に
と

ど
ま
り
、
両
者
の
葛
藤
と
侵
し
侵
さ
れ
る
関
係
、
定
住
民
の
呪

術
的
な
芸
能
者
・
宗
教
者
に
た
い
す
る
蔑
視
と
畏
敬
と
い
う
ア

ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な

い
か
の
如
く
で
あ
っ
た（
７
）。

多
く
は
、
巫
女
や
神
人
や
遊
行
宗
教
民
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

か
れ
ら
は
、
鎮
送
呪
術
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
死
霊
の
よ
り
ま

し
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
怨
霊
を
あ
ら
わ
し
、
あ
る
い
は
自

ら
扮
し
、
そ
し
て
管
理
・
鎮
送
す
る
と
い
っ
た
二
役
三
役
を
う

け
も
つ
こ
と
で
、
定
住
民
の
精
神
的
不
安
に
協
力
し
、
同
時
に

呪
縛
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。（『
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
美（
６
）』）

　

廣
末
保
は
こ
の
よ
う
に
、
定
住
民
と
遊
行
民
の
不
可
分
の
関
係
の

中
に
「
悪
所
」
を
置
き
、
歌
舞
伎
役
者
を
こ
の
よ
う
な
遊
行
民
の
ひ

と
つ
の
あ
り
よ
う
と
み
た
。
そ
こ
に
「
河
原
者
」
と
い
う
賤
民
視
さ

れ
た
者
の
精
神
的
優
位
が
あ
る
。
説
経
に
登
場
す
る
小
栗
判
官
や
づ

し
王
の
あ
り
よ
う
も
、
そ
れ
を
語
る
説
経
の
芸
能
民
た
ち
も
、
定
住

民
た
ち
と
の
あ
い
だ
い
に
「
協
力
」
と
「
呪
縛
」
の
関
係
が
あ
っ
た
、

と
廣
末
保
は
考
え
た
。

　

む
ろ
ん
遊
女
も
同
様
で
あ
る
。
遊
女
は
そ
も
そ
も
遊
行
芸
能
民
で

あ
り
、
漂
泊
の
民
と
し
て
各
地
を
移
動
し
た
。
舟
で
移
動
し
、
港
や

河
岸
で
働
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
後
に
芸
能
を
も
っ
た
「
踊
り
子
」
と
、

遊
郭
に
定
着
す
る
「
遊
女
」
と
に
分
か
れ
る
が
、
遊
郭
は
芝
居
町
と

と
も
に
悪
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
賤
民
視
さ
れ
た
漂
泊
者
た
ち
の
生

き
る
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
遊
行
が
定
住
と
な
り
、
そ
れ
で
も
賤

視
の
記
憶
を
と
ど
め
て
都
市
の
悪
所
を
形
成
し
、
そ
の
空
間
に
前
代

未
聞
の
富
が
飛
び
交
い
、
そ
の
三
都
の
富
を
も
っ
て
近
世
文
化
を
作

り
上
げ
て
い
っ
た
そ
の
歴
史
的
時
間
を
、
廣
末
保
は
切
断
す
る
こ
と

な
く
見
せ
て
い
っ
た
。
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非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
美
し
い
表
紙
カ
バ
ー
に
は
、
各
巻
ご
と
に
廣

末
保
自
身
が
撮
影
し
た
写
真
が
使
わ
れ
て
い
る
。
白
い
和
紙
様
の
表

紙
に
印
刷
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
写
真
は
、
そ
の
一
枚
一
枚
が
ま

る
で
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
世
界
の
よ
う
に
、
非
常
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト

で
迫
っ
て
く
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
こ
れ
ら
を
集
め
た
写
真
集
も

欲
し
い
、
と
思
う
く
ら
い
だ
。
首
だ
け
に
な
っ
た
く
ぐ
つ
人
形
、
胴

体
だ
け
の
も
の
、
足
や
手
が
ば
ら
ば
ら
に
離
れ
て
い
る
も
の
、
年
月

を
経
て
黒
ず
ん
だ
も
の
、
あ
る
い
は
か
ろ
う
じ
て
伝
承
さ
れ
、
太
夫

の
腕
の
中
で
ぐ
っ
と
下
を
見
据
え
る
女
の
人
形
。
そ
し
て
口
寄
せ
を

す
る
い
た
こ
、
無
惨
な
廃
屋
等
々
。

　

廣
末
保
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が

廣
末
保
の
世
界
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
壊
れ

ゆ
く
遊
行
の
世
界
、
ま
と
ま
り
の
つ
か
な
い
表
現
の
断
片
、
あ
の
世

か
ら
訪
れ
て
ま
た
帰
っ
て
ゆ
く
死
者
の
語
り
―
―
何
ひ
と
つ
と
し
て

堅
固
な
も
の
は
な
く
、
何
ひ
と
つ
と
し
て
不
変
不
動
の
も
の
は
な
い

の
だ
が
、
そ
の
個
々
の
断
片
は
瞬
間
に
集
ま
り
、
燃
え
上
が
る
よ
う

に
物
語
を
語
り
、
そ
し
て
ま
た
断
片
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
消
え
去
り
、

旅
立
ち
、
た
ゆ
た
い
、
そ
し
て
ま
た
訪
れ
る
。

　

本
を
あ
け
る
と
、
カ
バ
ー
の
折
り
返
し
の
下
方
に
写
真
の
説
明
が

ひ
と
こ
と
あ
る
。
一
九
六
三
年
に
撮
ら
れ
た
佐
渡
の
文
弥
人
形
。
一

九
六
四
年
に
撮
ら
れ
た
宮
崎
県
柚
木
野
の
人
形
の
胴
体
。
宇
佐
古
表

（
こ
ひ
ょ
う
）
神
社
の
神
相
撲
人
形
。
一
九
七
一
年
ご
ろ
に
撮
ら
れ

た
信
州
人
形
。
そ
し
て
、
佐
渡
金
山
の
廃
坑
、
恐
山
の
い
た
こ
。
消

え
ゆ
く
世
界
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
だ
。
全
集
を
読
む
だ
け
で
な
く
、

　

こ
の
言
葉
は
、
網
野
善
彦
と
の
対
比
に
お
い
て
廣
末
保
の
本
質
を

言
い
当
て
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
悪
所
」
の
成
立
は
、
単

に
徳
川
政
権
や
儒
学
か
ら
見
た
「
悪
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
悪
の

そ
も
そ
も
の
意
味
で
あ
る
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
意
味
も
ま
と

い
な
が
ら
、
脅
迫
的
な
悪
意
が
そ
の
根
底
に
あ
る
の
だ
。
絶
大
な
権

力
へ
の
対
峙
が
必
ず
帯
び
る
「
悪
」
は
、
自
由
へ
の
力
で
も
あ
る
。

　

廣
末
保
は
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
言
葉
の
方
法
を
発
見
し
、

同
時
に
、歴
史
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、今
そ
こ
に
生
き
る
人
々

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
短
い

言
葉
で
と
て
も
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
に
出
会
う
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
極
め
て
新
し
い
方
法
を
も
っ
た
廣
末
保
の
文
学

論
を
、
じ
か
に
読
ん
で
い
た
だ
く
し
か
な
い
。

４　

廣
末
保
を
読
む
た
め
に

　
『
廣
末
保
著
作
集
』
全
十
二
巻
は
、
一
九
九
六
年
十
一
月
よ
り
影

書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。『
元
禄
文
学
研
究
』（
第
一
巻
）『
近
松
序
説
』

（
第
二
巻
）『
前
近
代
の
可
能
性
』（
第
三
巻
）『
芭
蕉
』（
第
四
巻
）『
も

う
一
つ
の
日
本
美
』（
第
五
巻
）『
悪
場
所
の
発
想
』（
第
六
巻
）『
西

鶴
の
小
説
』（
第
七
巻
）『
四
谷
怪
談
』（
第
八
巻
）『
心
中
天
網
島
』（
第

九
巻
）『
漂
泊
の
物
語
』（
第
十
巻
）『
近
世
文
学
に
と
っ
て
の
俗
（
未

収
録
論
文
集
）』（
第
十
一
巻
）『
遊
行
の
思
想
と
現
代（
対
談
集
）』（
第

十
二
巻
）
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
写
真
を
ぜ
ひ
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

注（
１
）　
「
野
間
光
辰
著
『
西
鶴
新
攷
』
―
―
そ
の
「
西
鶴
の
方
法
」
に
つ
い
て
」（「
日

本
文
学
」
一
九
四
九
年
十
二
月
号
初
出
。『
廣
末
保
著
作
集
』
第
十
一
巻

所
収
）

（
２
）　
「
自
己
完
結
的
な
古
典
志
向
を
拒
否
し
た
上
で
の
選
択
」（「
季
刊
・
リ
テ

レ
ー
ル
」
一
九
九
三
年
夏
号
初
出
。『
廣
末
保
著
作
集
』
第
十
一
巻
所
収
）

（
３
）　
『
西
鶴
の
小
説
―
―
時
空
意
識
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て
』（
一
九
八
二
年　

平
凡
社
刊
。『
廣
末
保
著
作
集
』
第
七
巻
所
収
）

（
４
）　
『
心
中
天
の
網
島
』（
一
九
八
三
年　

岩
波
書
店
刊
。『
廣
末
保
著
作
集
』

第
九
巻
所
収
）

（
５
）　
「
旅
の
境
涯
」（「
月
刊
百
科
」
一
九
七
二
年
九
月
号
初
出
。『
廣
末
保
著

作
集
』
第
十
巻
所
収
）

（
６
）　
『
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
美
―
―
前
近
代
の
悪
と
死
』（
一
九
六
五
年　

美

術
出
版
社
刊
。『
廣
末
保
著
作
集
』
第
五
巻
所
収
）

（
７
）　

高
橋
昌
明
「
廣
末
保
と
絵
金
」（『
生
誕
百
年　

廣
末
保
の
仕
事
』
二
〇

一
九
年　

法
政
大
学
国
文
学
会
）

付
記

本
論
考
は
『
生
誕
百
年　

廣
末
保
の
仕
事
』
に
寄
稿
し
た
「
廣
末
保
の
仕
事
」

お
よ
び
「
書
評
『
廣
末
保
著
作
集
』」
を
編
集
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
た
な
か　

ゆ
う
こ
・
本
学
総
長
）
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