
Title 宝暦期艶書小説の展開 : 『新にしき木物語』の再検
討をとおして

Author(s) 岡部, 祐佳

Citation 語文. 2022, 116-117, p. 28-40

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/90787

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



語文116・117（2022・3　大阪大学国語国文学会）

宝
暦
期
艶
書
小
説
の
展
開

―
『
新
に
し
き
木
物
語
』
の
再
検
討
を
と
お
し
て

―

岡　
　

部　
　

祐　
　

佳

一
　
は
じ
め
に

仮
名
草
子
『
薄
雪
物
語
』（
慶
長
頃
古
活
字
本
、
寛
永
九
年
〈
一
六
三
二
〉

整
版
本
刊
）
は
、
近
世
を
通
じ
て
広
く
読
ま
れ
た
書
簡
体
（
艶
書
）
小
説
で

あ
る
。
艶
書
文
範
あ
る
い
は
女
性
向
け
の
教
養
書
と
し
て
も
巷
間
に
親
し
ま

れ
た
こ
の
作
品
は
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
改
作
作
品
を
生
む
こ
と
と
な
る
。

ひ
と
つ
め
の
改
作
は
『
新
薄
雪
物
語
』（
正
徳
六
年
〈
一
七
一
六
〉、
以
下

『
新
薄
雪
』
と
称
す
）
で
あ
る
。『
新
薄
雪
』
は
、『
薄
雪
物
語
』
に
お
い
て
人

妻
だ
っ
た
薄
雪
の
設
定
を
、「
物
の
あ
は
れ
を
十
分
に
知
り
な
が
ら
、
亡
夫
に

義
理
を
立
て
て
三
年
の
喪
に
服
し
て
後
、
は
じ
め
て
う
ち
と
け
て
逢
ひ
そ
め

る
と
い
ふ
理
智
的
な
賢
女
型）

1
（

」
の
女
性
へ
と
変
更
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。
ま
た
、
菊
池
真
一
氏
に
よ
れ
ば
、『
薄
雪
物
語
』
よ
り
も
筋
の
展
開
が
合

理
的
に
な
っ
て
お
り
、
啓
蒙
性
・
実
用
性
・
教
訓
性
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、『
新
薄
雪
』
の
特
筆
す
べ
き
点
と
い
え
る）

2
（

。

本
稿
で
主
に
検
討
す
る
の
は
、
こ
の『
新
薄
雪
』を
さ
ら
に
改
作
し
た『
新

に
し
き
木
物
語）

3
（

』（
以
下
『
新
に
し
き
木
』
と
称
す
）
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

本
書
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
江
戸
の
山
崎
金
兵
衛
が
刊
行
し
た
浮

世
草
子
で
、
寛
政
頃
に
は
上
総
屋
利
兵
衛
に
よ
る
後
印
本
や
、
上
総
屋
利
兵

衛
・
万
屋
太
治
右
衛
門
・
八
文
字
屋
八
左
衛
門
に
よ
る
後
印
本
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
文
政
年
間
に
は
、
南
仙
笑
楚
満
人（
二
世
）、
す
な
わ
ち
為

永
春
水
の
序）

（
（

が
付
さ
れ
た
後
印
本
も
出
る
な
ど
、
近
世
後
期
に
江
戸
を
中
心

に
繰
り
返
し
刷
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

市
古
貞
次
氏
の
、「「
新
薄
雪
物
語
」
と
筋
が
全
く
同
じ
く
、
人
名
地
名
を

か
え
た
の
み
の
も
の）

（
（

」
と
い
う
説
明
が
端
的
に
示
す
と
お
り
、
本
作
は
こ
れ

ま
で
改
作
と
い
う
よ
り
も
剽
窃
に
近
い
扱
い
を
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
新

薄
雪
』
と
『
新
に
し
き
木
』
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
は
い
く

つ
か
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
ず
一
点
目
は
、
市
古
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
、
地
名
・
人
名
の
変
更
で
あ

る
。
男
主
人
公
の
名
が
園
部
の
右
衛
門
か
ら
園
ゑ
も
ん
へ
、
女
主
人
公
は
薄

雪
か
ら
錦
木
へ
、
そ
し
て
仲
立
ち
は
ま
が
き
か
ら
通
路
へ
と
名
前
が
変
わ
っ
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て
い
る
。
ま
た
、
園
ゑ
も
ん
が
錦
木
を
見
初
め
る
場
所
が
、
清
水
か
ら
浅
草

上
野
に
な
る
な
ど
、
地
名
が
京
都
の
も
の
か
ら
江
戸
の
も
の
へ
と
変
更
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
新
に
し
き
木
』
の
出
版
地
が
江
戸
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
点
目
は
結
末
部
分
の
変
更
で
あ
る
。
市
古
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
『
新
に
し
き
木
』
の
本
文
は
『
新
薄
雪
』
と
ほ
ぼ

同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
結
末
部
分
に
は
大
幅
な
改
変
が
認
め
ら
れ

る
。
三
点
目
は
、『
新
薄
雪
』
に
見
ら
れ
た
散
ら
し
書
き
の
版
面
や
和
歌
の
出

典
表
記
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
四
点
目
は
挿
絵
が
全
て
差
し
替

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
新
薄
雪
』
か
ら
『
新
に
し
き
木
』
へ
の
改
変
点
に
着
目
し
、

そ
の
意
味
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た『
時
勢
花
の
枝
折
』

（
以
下
『
花
の
枝
折
』
と
称
す
）
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
宝
暦
期
に
艶
書
小

説
が
辿
っ
た
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

二
　
結
末
に
つ
い
て

『
新
に
し
き
木
』
の
本
文
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
新
薄
雪
』
の
本
文
を
そ

の
ま
ま
流
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
作
品
の
結
末
部
分
に
は
大
幅
な

改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
典
拠
『
新
薄
雪
』
の
結
末
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）

6
（

。

諸
共
に
涙
を
止
め
、
と
や
か
く
し
つ
ら
ひ
、
そ
の
明
く
る
日
の
暮
方
に

鳥
辺
山
の
煙
と
な
し
、

　
　

�

思
ひ
か
ね
詠
し
か
ど
も
鳥
辺
山
果
て
は
煙
も
見
え
ず
な
り
に
き　

�

詞
花

右
衛
門
は
暇
申
て
帰
り
、
す
ぐ
に
清
水
へ
詣
で
、
去
年
の
願
ひ
を
掛
け

て
叶
ひ
し
も
一
夜
の
夢
の
心
地
し
て
、
楽
し
み
極
り
て
悲
し
み
を
生
ず

る
憂
世
の
例
、
今
身
の
上
に
思
ひ
知
ら
れ
、
名
号
を
唱
へ
、
そ
の
夜
は

通
夜
し
て
少
し
微
睡
む
と
覚
し
に
、
薄
雪
あ
り
し
ま
ゝ
の
姿
に
て
内
陣

よ
り
出
ら
る
ゝ
を
嬉
し
く
思
ひ
、
夢
心
に
起
き
て
立
ち
寄
ら
ん
と
し
け

れ
ば
、
観
世
音
に
て
御
座
し
ま
す
。（
中
略
）右
衛
門
夢
覚
め
驚
き
、「
さ

て
は
救
世
菩
薩
の
慈
悲
の
積
も
り
の
薄
雪
に
て
、
日
陰
待
つ
間
の
朝
顔

の
花
の
姿
を
現
し
て
、
徒
な
る
世
ぞ
と
知
ら
す
べ
き
方
便
な
ら
ん
。」

と
、あ
り
が
た
さ
心
の
底
へ
通
り
、歓
喜
の
涙
な
が
ら
に
伏
し
拝
み
、下

向
し
て
深
草
に
帰
り
、
召
使
の
者
に
暇
を
取
ら
せ
、
手
づ
か
ら
髻
切
り

て
墨
の
衣
に
身
を
俏
し
、名
を
夢
半
と
改
め
、東
山
に
庵
を
結
び
て
、明

け
暮
れ
念
仏
し
て
、
薄
雪
の
跡
を
弔
ひ
て
、（
中
略
※
引
用
者
注
：
尼
と

な
っ
た
腰
元
ま
が
き
と
の
問
答
）
と
色
々
の
物
語
に
て
、
日
も
山
の
端

に
傾
き
け
れ
ば
、ま
が
き
の
尼
も
暇
申
て
帰
り
け
る
。
そ
れ
よ
り
後
、夢

半
は
高
野
の
山
に
詣
で
、
薄
雪
為
に
書
き
し
法
華
経
を
納
め
、
又
あ
る

時
は
西
国
巡
り
し
、
明
け
暮
れ
念
仏
三
昧
の
身
と
な
り
、
廿
六
歳
の
秋

の
頃
め
で
た
き
往
生
遂
げ
ら
れ
し
と
か
や
。
煩
悩
即
ち
菩
提
と
は
、

か
ゝ
る
こ
と
を
や
申
べ
き
。
あ
り
が
た
か
り
し
例
也
。

こ
の
よ
う
に
、『
新
薄
雪
』
の
結
末
は
、
薄
雪
の
死
後
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
右

衛
門
の
夢
に
、
観
音
の
姿
と
な
っ
た
薄
雪
が
現
わ
れ
、
彼
を
仏
道
へ
導
く
と

い
う
、
仏
教
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
新
に
し
き
木
』
の
結
末
部
分
は
以
下
に
示
す
と
お
り
で

あ
る
。

29
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も
ろ
と
も
に
な
み
だ
を
と
ゞ
め
、
と
や
か
く
し
つ
ら
ひ
、
そ
の
あ
く
る

日
の
く
れ
か
た
に
け
ふ
り
と
な
し
け
る
。
と
お
も
ひ
し
は
ゆ
め
に
て
、

目
さ
め
お
ど
ろ
き
、
に
し
き
木
姫
を
ゆ
り
お
こ
し
て
あ
り
し
夢
も
の
が

た
り
し
け
れ
ば
、
ふ
し
き
や
姫
も
お
な
じ
夢
を
見
侍
る
よ
し
、「
ま
こ
と

く
わ
ん
ぜ
を
ん
の
ほ
う
べ
ん
に
て
、
さ
だ
め
な
き
世
の
中
を
さ
と
ら
し

め
ん
と
の
御
事
な
ら
ん
あ
り
が
た
さ
よ
」
と
ふ
し
お
が
み
け
れ
ば
、
は

や
し
の
ゝ
め
の
と
り
の
こ
ゑ
、
夜
は
ほ
の
〳
〵
と
明
ぬ
れ
ば
、
一
間
の

う
ち
よ
り
姫
の
母
の
御
か
た
、
し
ま
だ
い
に
つ
る
か
め
の
か
ざ
り
も
ち

い
で
給
ひ
の
給
ふ
や
う
、「
か
ね
て
よ
り
園
ゑ
も
ん
ど
の
御
事
は
、
め
の

と
に
つ
け
を
き
し
か
よ
ひ
路
が
も
の
が
た
り
に
て
き
ゝ
お
よ
び
し
が
、

姫
を
こ
と
の
ふ
ふ
び
ん
に
お
も
は
れ
し
御
事
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ゑ
に
し

な
れ
ば
、
け
ふ
は
さ
い
じ
や
う
き
ち
日
り
や
う
し
ん
と
て
、
こ
ん
れ
い

の
ぎ
し
き
と
り
む
す
ば
ん
と
お
も
ひ
は
べ
る
。
み
な
〳
〵
も
よ
ろ
こ
び

給
ひ
て
ん
」
と
の
給
ふ
に
ぞ
、
お
の
〳
〵
い
し
や
う
を
あ
ら
た
む
れ
は
、

は
や
し
か
い
な
み
し
づ
か
に
て
、
と
う
た
ひ
て
よ
ろ
こ
ふ
。
い
ち
も
ん

一
家
ひ
ら
く
れ
ば
、
天
下
の
は
る
の
め
で
た
さ
、
よ
ろ
こ
ひ
に
よ
ろ
こ

び
を
か
さ
ね
る
さ
ん
〳
〵
く
ど
、
こ
ん
〳
〵
の
を
さ
ま
る
く
に
の
い
ろ

な
を
し
、
い
ろ
に
色
そ
ふ
と
き
わ
木
の
、
か
わ
ら
ぬ
い
ろ
の
ま
つ
が
枝

に
、む
め
か
え
つ
と
ふ
う
ぐ
ひ
す
や
、山
と
り
の
を
の
な
か
〳
〵
と
、長

閑
な
り
け
る
は
つ
は
る
の
、
夜
と
な
く
ひ
る
と
な
き
な
ぐ
さ
み
に
な
り

て
し
と
、
つ
た
な
き
筆
に
此
も
の
が
た
り
か
き
つ
ゝ
り
し
は
、
な
ん
ぼ

う
お
も
し
ろ
き
も
の
が
た
り
に
て
候
。

改
変
部
分
（
波
線
部
以
降
）
を
見
る
と
、『
新
に
し
き
木
』
で
は
女
主
人
公
の

死
と
そ
れ
に
伴
う
男
女
の
離
別
が
、
す
べ
て
諸
行
無
常
を
悟
ら
せ
る
た
め
に

観
世
音
が
見
せ
た
、
方
便
の
夢
物
語
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
夢
か
ら
覚
め
た
園
ゑ
も
ん
と
に
し
き
木
姫
は
、
周
囲
の
祝
福
を
受
け
て

め
で
た
く
結
婚
す
る
。
改
変
の
内
容
自
体
は
安
直
な
大
団
円
で
あ
り
、
特
段

優
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
艶
書
小
説
の
流
れ
の
中
に
本
書
を

置
い
た
と
き
、
こ
の
改
変
は
ひ
と
つ
の
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

『
薄
雪
物
語
』以
来
、
と
く
に
男
女
の
主
人
公
を
設
定
し
た
物
語
形
式
の
艶

書
小
説
に
は
、
仏
教
的
色
彩
を
色
濃
く
残
す
系
統
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の

流
れ
は
『
新
薄
雪
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
が
、
そ
の
三
年
後
に
刊
行
さ

れ
た
『
当
流
雲
の
か
け
は
し）

7
（

』（
享
保
四
年
〈
一
七
一
九
〉
刊
、
以
下
『
雲
の

か
け
は
し
』
と
称
す
）
で
は
仏
教
性
が
薄
れ
、「
女
大
学
」
的
な
儒
教
の
価
値

観
を
反
映
す
る
よ
う
に
な
る）

8
（

。
そ
の
結
果
、
作
品
の
末
尾
も
、
出
家
遁
世
を

促
す
も
の
か
ら
現
世
で
の
大
団
円
を
描
く
も
の
へ
と
変
化
す
る
傾
向
が
見
受

け
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
雲
の
か
け
は
し
』
巻
五
で
は
、「
神
を
た
の
ま
ず
、
我

こ
ゝ
ろ
を
た
ゞ
し
く
し
て
道
を
ま
も
」
っ
た
後
家
お
そ
な
の
行
為
が
家
を
繁

栄
へ
と
導
き
、
彼
女
に
懸
想
し
て
い
た
男
が
「
み
ち
の
ま
こ
と
に
立
か
へ
」

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
薄
紅
葉
』（
享
保
七
年
〈
一
七
二
一
〉

刊
）
に
お
い
て
も
、
男
主
人
公
が
女
主
人
公
の
家
に
婿
入
り
し
、
女
の
弟
を

跡
目
に
立
て
る
こ
と
で
、
七
代
続
い
た
家
系
を
存
続
・
繁
栄
さ
せ
た
と
い
う

結
末
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
次
第
に
仏
教
性
が
薄
れ
て
い
く
享
保
期
以
降
の
艶
書
小
説

で
は
、
家
の
存
続
・
繁
栄
と
い
っ
た
結
末
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
。『
新
薄

雪
』
の
仏
教
的
な
結
末
を
、
婚
姻
に
よ
る
大
団
円
へ
と
変
更
し
た
『
新
に
し

30
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き
木
』
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
変
化
の
要
因
と
し
て
は
、
読
者
層
の
拡
大
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
俗
世
を
捨
て
て
仏
道
に
入
る
高
尚
な
結
末
よ
り
も
、
現
世
に
お
い
て
め

で
た
く
大
団
円
を
迎
え
る
結
末
の
ほ
う
が
、
よ
り
広
い
読
者
に
理
解
さ
れ
や

す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
は『
新
薄
雪
』に
も
、
三

社
託
宣
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
り
和
歌
に
コ
ミ
カ
ル
な
イ
ラ
ス
ト
（【
図

1
】）
を
添
え
た
り
と
い
っ
た
、
通
俗
的
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
。『
新

に
し
き
木
』
は
そ
れ
ら
を
残
し
つ
つ
、
さ
ら
に
結
末
部
分
を
わ
か
り
や
す
く

変
更
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
衆
的
な
読
み
物
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
図
1
】『
新
薄
雪
』
巻
三
8
ウ

三
　
散
ら
し
書
き
の
削
除

典
拠
で
あ
る『
新
薄
雪
』は
、
散
ら
し
書
き
の
版
面
を
有
す
る
作
品
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
『
新
薄
雪
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
に
起
き
た
女
筆
手
本
ブ
ー
ム

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、『
雲
の
か
け
は
し
』
や
『
薄
紅
葉
』
と
い
っ

た
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
艶
書
小
説
に
も
、
散
ら
し
書
き
の
趣
向
が
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
に
み
え
る
散
ら
し
書
き
は
、
読
者

の
女
性
た
ち
に
女
筆
の
手
本
を
示
す
と
い
う
、
啓
蒙
的
な
意
義
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た）

9
（

。
と
こ
ろ
が
、『
新
に
し
き
木
』
は
こ
の
散
ら
し
書
き
を
す
べ
て
削

除
し
、
並
べ
書
き
に
改
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
散
ら
し
書
き
は
、
和
歌
や
女
房
奉
書
に
用
い
ら
れ
た
書
法
で
あ

り
、
雅
文
化
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
享
保

期
に
は
女
筆
手
本
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
、
主
に
上
中
層
町
人
階
級
の
女
性
た

ち
を
対
象
に
、
散
ら
し
書
き
が
教
養
と
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、
往
来
物
や
用
文
章
は
よ
り
日
常
的
な

実
用
性
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
天
野
晴
子
氏
は
、
女
子
用
消
息

型
往
来
に
お
け
る
散
ら
し
書
き
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

む
し
ろ
、
本
文
の
文
体
が
散
ら
し
書
き
か
ら
離
れ
て
、
読
み
易
く
ま
た

書
き
易
い
平
易
な
文
章
・
文
体
に
な
る
に
従
っ
て
、
こ
う
し
た
「
散
ら

し
書
き
」
が
別
に
付
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。（
中
略
）
従
っ
て
、
付

載
記
事
と
し
て
の
「
散
ら
し
書
き
」
は
、
消
息
型
往
来
に
お
い
て
、
本

文
の
日
常
の
必
要
性
と
結
び
つ
い
た
手
習
い
教
育
に
加
え
、
そ
れ
よ
り

も
高
度
な
書
道
教
育
内
容
が
教
養
的
な
意
図
を
も
っ
て
盛
り
込
ま
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
小
泉
吉
永
氏
も
「
江
戸
中
期
以
降
、
女
用
文
章
か
ら
散
ら
し
書
き
が

消
え
て
い
く
中
で
、
装
飾
的
・
補
助
的
に
掲
げ
ら
れ
た
散
ら
し
書
き
消
息
は

貴
人
の
手
紙
の
場
合
が
多
く
、
散
ら
し
書
き
が
庶
民
の
実
生
活
か
ら
か
け
離

れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る）

（（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

時
代
が
下
り
読
者
層
が
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
散
ら
し
書
き
は
一
般
の

人
々
に
と
っ
て
縁
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
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に
な
る
と
、
低
い
レ
ベ
ル
の
教
養
し
か
持
た
な
い
読
者
は
、
散
ら
し
書
き
を

書
く
こ
と
は
お
ろ
か
読
む
こ
と
さ
え
も
難
し
く
な
っ
て
き
て
し
ま
う
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
新
に
し
き
木
』
は
『
新
薄
雪
』
よ
り
も
通
俗
的

で
大
衆
的
な
読
み
物
へ
と
作
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
特
徴
に
鑑
み
れ
ば
、

高
度
な
教
養
よ
り
も
「
わ
か
り
や
す
さ
」
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
る
の
も
頷
け

る
。
典
拠
の
特
徴
で
あ
っ
た
散
ら
し
書
き
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、『
新
に
し
き

木
』
が
、
よ
り
教
養
レ
ベ
ル
の
低
い
読
者
を
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か

ろ
う
か
。四

　
挿
絵
に
つ
い
て

『
新
に
し
き
木
』巻
一
の
挿
絵
は
、
園
ゑ
も
ん
が
に
し
き
木
姫
を
見
初
め
る

場
面
と
、
花
見
を
す
る
姫
に
園
ゑ
も
ん
が
短
冊
を
贈
ろ
う
と
す
る
場
面
が
描

か
れ
て
お
り
、
本
文
の
内
容
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
巻

二
～
五
の
挿
絵
は
、
婚
礼
・
出
産
・
宮
参
り
な
ど
の
様
子
を
描
い
て
お
り
、

同
時
に
示
さ
れ
る
本
文
の
内
容
と
は
一
致
し
な
い
。
な
ぜ
『
新
に
し
き
木
』

に
は
こ
の
よ
う
な
挿
絵
が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
本
稿
第
二
節
で
確
認
し
た
結
末
部
分
の
改
変

の
影
響
で
あ
る
。
巻
二
～
五
の
挿
絵
は
、
同
時
に
示
さ
れ
る
本
文
の
内
容
と

の
関
連
性
は
薄
い
も
の
の
、
に
し
き
木
姫
と
園
ゑ
も
ん
が
結
婚
す
る
と
い
う

結
末
と
の
親
和
性
は
高
い
。
し
か
し
、
本
文
に
は
二
人
の
間
に
子
が
生
ま
れ

た
と
い
っ
た
記
述
は
な
い
た
め
、
出
産
や
宮
参
り
の
絵
に
つ
い
て
は
未
だ
不

審
が
残
る
。
本
文
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
必
然
的
に
作
品
内
容

と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
こ
の
挿
絵
の
意
味
を
見
出
す
必
要
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

そ
こ
で
目
を
向
け
た
い
の
が
、
当
時
の
女
子
教
育
と
の
関
連
で
あ
る
。

天
野
晴
子
氏
に
よ
る
と
、
近
世
の
女
子
用
消
息
型
往
来
で
は
、「
一
生
に
関

す
る
題
材
は
、
出
産
と
婚
礼
が
江
戸
時
代
全
期
を
通
じ
て
き
わ
め
て
高
い
比

重
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
江
戸
時
代
後
期
に
至
る
と
、
一
冊
の
往
来

の
中
で
も
き
わ
め
て
詳
細
な
場
面
ご
と
の
文
例
が
用
意
さ
れ
る
も
の
も
で
て

く
る）

（1
（

」
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
礼
や
出
産
は
、
当
時
の
女
性
た
ち
の

中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

当
時
の
女
子
教
育
が
「
集
権
的
な
封
建
体
制
の
も
と
で
家
族
制
度
の
存
続
・

強
化
が
は
か
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、（
中
略
）
主
婦
の
あ
る
べ
き
姿
を
、
そ
の

精
神
的
な
基
盤
と
と
も
に
教
え
こ
む
こ
と）

（1
（

」
を
主
流
と
し
て
い
た
こ
と
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
当
時
の
女
子
教
育
の
あ
り
よ
う
が
、
文
芸
に
与
え
た
影
響
も

少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
小
谷
成
子
氏
は
赤
本
『
鼠
の
嫁
入
』
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。

以
上
か
ら
再
び
『
鼠
の
嫁
入
』
に
目
を
移
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
幼
女

向
き
に
、
動
物
の
世
界
を
か
り
て
女
性
の
教
育
を
示
し
て
い
る
書
と
い

え
る
。（
中
略
）
又
、
こ
の
書
に
筋
ら
し
い
も
の
が
な
い
こ
と
は
、
昔
咄

を
素
材
と
し
た
他
の
赤
本
と
は
異
質
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
成
人
女
子
教
育
の
書
に
あ
っ
て
も
約
半
分

の
量
を
占
め
る
結
婚
、
出
産
と
い
う
女
性
の
一
大
事
を
知
ら
し
め
る
と

い
う
実
際
的
教
育
的
意
義
を
担
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
筋
は
不
要
な
の

で
あ
っ
た
。

小
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
赤
本
『
鼠
の
嫁
入
』
は
、「
文
章
と
よ
ぶ
よ
う
な
も
の
は
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な
く
、
各
々
の
鼠
達
が
話
し
あ
っ
て
い
る
詞
が
書
込
ん
で
あ
る
」
の
み
で
、

「
男
女
の
鼠
が
見
合
い
を
し
、
結
納
を
交
わ
し
て
婚
礼
す
る
。
そ
の
後
、
子
供

が
生
ま
れ
て
宮
参
り
を
す
る
絵
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
婚
礼
や
出
産
が
女

子
教
育
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
近
世
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
絵
自
体
が
一
種
の
教
育
的
な
意
義
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
『
新
に
し
き
木
』
の
挿
絵
に
目
を
戻
し
て
み
る
と
、
そ

れ
は
男
女
の
出
会
い
か
ら
婚
礼
、
出
産
、
そ
し
て
子
ど
も
の
宮
参
り
ま
で
と

い
う
、
女
性
の
一
生
の
中
で
も
重
要
な
行
事
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。『
新
に
し
き
木
』
の
挿
絵
も
ま
た
、『
鼠
の
嫁
入
』
の
絵
と
同
様
の

教
育
的
意
義
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

【図2】『女訓用文都錦』末尾

こ
こ
で
、
如
上
の
考
え
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、『
女
訓
用
文
都
錦
』
と

い
う
書
物
の
絵
と
『
新
に
し
き
木
』
の
挿
絵
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
い
。

『
女
訓
用
文
都
錦
』
は
、
京
都
の
菱
屋
治
兵
衛）

（1
（

が
刊
行
し
た
女
子
用
往
来
で
、

『
往
来
物
解
題
辞
典　

解
題
編
』（
大
空
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
は
「
宝
暦
五

年
（
一
七
五
五
）
刊
（
求
板
）」
と
あ
る）

（1
（

。
こ
の
刊
年
は
お
そ
ら
く
、
巻
末
の

「
中
将
姫
山
居
九
遍
」
と
い
う
記
事
の
最
後
に
、「
宝
暦
五
年
亥
菊
月
吉
辰
求

之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、【
図
2
】
を

見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
文
言
は
「
中
将
姫
山
居
九
遍
」
の
四
角
囲
み

の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
中
将
姫
山

居
九
遍
」
を
求
め
た
年
月
で
し
か
な
く
、
書
物
自
体
の
刊
行
年
月
と
は
断
言

で
き
な
い
。
明
和
九
年
刊
書
籍
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宝
暦

五
年
九
月
か
ら
明
和
七
年）

（1
（

の
刊
行
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の『
女
訓
用
文
都
錦
』の
冒
頭
に
は
、
結
納
の
式
・
嫁
入
道
具
・
嫁
入
・

祝
言
献
立
・
祝
言
座
敷
・
色
直
し
・
部
屋
見
舞
・
婿
引
出
物
・
懐
妊
の
帯
・

若
子
宮
参
り
な
ど
、
婚
礼
・
出
産
に
関
す
る
絵
と
説
明
文
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
、
結
納
の
式
・
祝
言
座
敷
・
色
直
し
・
部
屋
見
舞
・
婿
引
出

物
・
懐
妊
の
帯
・
若
子
宮
参
り
の
絵
が
、『
新
に
し
き
木
』
巻
二
～
五
の
挿
絵

と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
な
っ
て
い
る
（【
別
表
1
】）。
ま
た
、『
新
に
し
き
木
』

巻
二
・
五
丁
表
は
、『
女
訓
用
文
都
錦
』
の
祝
言
献
立
の
絵
の
左
半
丁
分
と
、

『
新
に
し
き
木
』
巻
五
・
六
丁
裏
は
、
同
じ
く
右
半
丁
分
と
一
致
す
る
（【
別

表
2
】）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
新
に
し
き
木
』
の
挿
絵
が
女
子
用
往
来
と
高

い
親
和
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

本
文
の
分
量
や
内
容
か
ら
見
て
、『
新
に
し
き
木
』
の
読
者
は
『
鼠
の
嫁
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入
』
の
そ
れ
よ
り
も
年
長
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
末
の
通
俗
性
や
散
ら
し

書
き
の
削
除
と
い
っ
た
特
徴
に
鑑
み
れ
ば
、『
新
薄
雪
』
よ
り
は
や
や
低
い
教

養
レ
ベ
ル
の
人
々
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
の

本
文
に
そ
ぐ
わ
な
い
不
自
然
な
挿
絵
は
、
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
女
性
た
ち

に
、
婚
礼
や
出
産
と
い
っ
た
生
活
に
密
着
し
た
実
用
性
の
高
い
知
識
を
示
す

た
め
に
、
あ
え
て
組
み
込
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
　
宝
暦
期
艶
書
小
説
の
傾
向

さ
い
ご
に
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
『
新
に
し
き
木
』
の
特
徴
を
、
同
時

期
に
刊
行
さ
れ
た
艶
書
小
説
『
花
の
枝
折
』
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
宝
暦
期

に
艶
書
小
説
が
辿
っ
た
道
筋
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
花
の
枝
折
』は
、
大
坂
の
吉
文
字
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
白
話
小
説
を
原

案
と
す
る
浮
世
草
子
で
あ
る
。
本
書
巻
一
～
二
の
ほ
と
ん
ど
が
恋
文
の
や
り

取
り
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
艶
書
小
説
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

初
版
と
目
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
に
埋
木
に
よ
る
改
変
を
施
し
た
諸
版
が
複
数

あ
る
が
、
本
文
の
改
訂
に
逆
行
し
て
奥
付
の
年
次
が
遡
る
と
い
う
奇
妙
な
現

象
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
如
上
の
理
由
か
ら
か
、
先
行
研
究
で
も
刊
記
に
つ

い
て
複
数
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
宝
暦
十
二
～
十
四
年
（
一
七
六
二
～

一
七
六
四
）
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
明
和
六
年

（
一
七
六
九
）
刊
『
絵
本
婚
礼
手
引
草
』
付
載
の
「
女
可
翫
書
目
録
」
に
そ
の

名
が
見
え
る
こ
と
や
、『
敵
討
天
神
利
生
記
』（
明
和
六
年
刊
）・『
滅
多
無
性

金
儲
形
気
』（
安
永
三
年
〈
一
七
七
四
〉
刊
）
な
ど
に
付
さ
れ
る
吉
文
字
屋
蔵

板
目
録
に
、「
女
の
恋
哥
を
み
だ
り
な
ら
ざ
る
や
う
に
も
の
が
た
り
に
な
し

て
お
も
し
ろ
く
哥
の
道
を
も
し
る
や
う
に
書
た
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

主
た
る
読
者
が
女
性
に
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
本

書
は
『
薄
雪
物
語
』
か
ら
『
新
薄
雪
』、『
雲
の
か
け
は
し
』、『
薄
紅
葉
』、
そ

し
て
『
新
に
し
き
木
』
へ
と
至
る
、
女
性
向
け
教
養
書
と
し
て
の
側
面
を
有

す
る
艶
書
小
説
の
流
れ
に
属
す
る
も
の
と
言
え
る
。

本
稿
第
二
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
享
保
期
以
降
の
艶
書
小
説
で
は
、
次

第
に
出
家
遁
世
で
は
な
く
家
の
存
続
・
繁
栄
と
い
う
結
末
を
採
用
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ
を
受
け
た
『
新
に
し
き
木
』
は
、『
新
薄
雪
』

の
結
末
を
男
女
主
人
公
の
結
婚
と
い
う
大
団
円
へ
と
変
更
し
て
い
た
。
そ
れ

で
は
、『
花
の
枝
折
』
の
結
末
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
の
引
用
を
見
れ
ば
そ
の
傾
向
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う）

11
（

。

（
前
略
）久
右
衛
門
は
よ
ろ
こ
び
て
、
御
役
人
様
の
御
慈
悲
を
か
ん
じ
た

て
ま
つ
り
、
主
水
を
阿
波
へ
つ
れ
く
だ
り
、
む
す
め
蘭
女
に
め
あ
わ
せ

ぬ
。
主
水
か
古
主
人
き
ゝ
お
よ
ば
れ
、
す
へ
〳
〵
や
く
に
立
べ
き
も
の

な
り
と
て
、
先
知
に
て
帰
参
お
ふ
せ
付
ら
れ
、
に
し
き
を
き
て
故
郷
へ

か
へ
り
、
も
つ
は
ら
忠
義
を
は
け
み
し
か
は
、
し
た
ひ
に
御
か
ぞ
う
お

ふ
せ
つ
け
ら
れ
、
夫
婦
た
が
ひ
に
道
を
ま
も
り
、
連
理
の
ち
き
り
あ
さ

か
ら
ず
、
男
女
あ
ま
た
の
賢
子
を
も
う
け
て
、
次
第
に
立
身
さ
か
へ
ゆ

く
す
へ
こ
そ
め
て
た
け
れ
。

阿
波
の
富
豪
富
田
屋
久
右
衛
門
の
娘
お
蘭
を
娶
り
た
い
と
考
え
た
丹
波
屋
伝

左
衛
門
は
、
い
と
こ
の
吉
田
主
水
を
替
え
玉
に
仕
立
て
る
。
家
が
没
落
し
伝

左
衛
門
の
元
に
居
候
の
身
で
あ
っ
た
主
水
は
、
替
え
玉
の
依
頼
を
断
る
こ
と

が
で
き
ず
阿
波
へ
と
向
か
う
。
儒
学
・
詩
歌
に
秀
で
容
姿
も
優
れ
て
い
た
主

3（
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水
を
気
に
入
っ
た
久
右
衛
門
は
、
お
蘭
の
婚
姻
相
手
を
主
水
に
決
め
る
。
親

類
と
の
顔
合
わ
せ
の
た
め
、
再
び
阿
波
へ
と
渡
っ
た
主
水
で
あ
っ
た
が
、
荒

天
の
た
め
帰
阪
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
お
蘭
と
の
婚
儀
が
執
り
行
わ
れ
て
し
ま

う
。
そ
の
後
、
替
え
玉
が
露
見
し
裁
判
と
な
り
、
主
水
と
お
蘭
を
正
式
な
夫

婦
と
す
る
判
決
が
下
る
。
お
蘭
と
結
婚
し
た
主
水
は
、
旧
主
に
召
し
抱
え
ら

れ
て
忠
義
を
尽
し
、
多
く
の
賢
子
を
設
け
て
出
世
し
た
。

【
図
3
】

『
花
の
枝
折
』（
巻
四
1
オ
～
1
ウ
）

【
図
（
】

『
花
の
枝
折
』（
巻
四
（
オ
～
（
ウ
）

以
上
の
主
水
と
お
蘭
の
婚
姻
を
め
ぐ
る
一
連
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
原
拠
で

あ
る
白
話
小
説
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る）

1（
（

。
し
か
し
、
結
末

が
俗
世
を
捨
て
て
出
家
す
る
価
値
観
で
は
な
く
、
現
世
に
お
け
る
家
の
繁
栄

を
重
ん
じ
る
価
値
観
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

ま
た
、
本
稿
第
四
節
で
は
『
新
に
し
き
木
』
の
挿
絵
が
有
す
る
教
育
的
意

義
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
類
似
す
る
現
象
が
『
花
の
枝
折
』
に
も
確
認
で

き
る
。
そ
れ
は
、【
図
3
】
に
示
し
た
結
納
品
の
目
録
と
、【
図
（
】
に
示
し

た
結
納
品
の
図
で
あ
る
。
こ
の
【
図
3
】【
図
（
】
は
、
お
蘭
と
の
婚
礼
が
決

ま
っ
た
後
、
伝
左
衛
門
が
富
田
屋
へ
結
納
品
を
送
る
場
面
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
話
の
展
開
に
沿
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
点
が
『
新
に
し
き
木
』
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
録
と
絵
が
『
新
に
し
き
木
』
の
挿
絵
と

同
様
に
、
読
者
へ
婚
礼
に
関
す
る
知
識
を
授
け
る
と
い
う
、
教
育
的
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
宝
暦
期
の
艶
書
小
説
で
は
、
物
語
の
展
開
と
作
中
の

教
養
的
知
識
の
内
容
が
、
よ
り
通
俗
性
・
大
衆
性
を
強
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
起
こ
っ
た
識
字
層
の
拡
大

に
対
応
し
て
、
そ
こ
に
新
た
な
読
書
を
求
め
た
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、『
新
に
し
き
木
』
と
『
花
の
枝
折
』
に
は
、
散
ら
し
書
き
の
有
無
と

い
う
違
い
が
あ
る
。
本
稿
第
三
節
で
述
べ
た
と
お
り
、『
新
に
し
き
木
』
は
典

拠
の
散
ら
し
書
き
を
す
べ
て
並
べ
書
き
に
改
め
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
『
花
の

枝
折
』
は
、
巻
一
～
二
に
散
ら
し
書
き
の
書
簡
を
複
数
掲
載
し
て
い
る
。
こ

の
差
異
は
、
両
書
の
重
視
す
る
教
養
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
散
ら
し
書
き
は
次
第
に
実
用
性
と
は
切
り
離

3（
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さ
れ
、
よ
り
高
度
な
教
養
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま

た
、『
新
に
し
き
木
』で
は
掲
載
歌
の
出
典
が
明
記
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、『
花

の
枝
折
』で
は『
新
薄
雪
』と
同
じ
く
和
歌
の
出
典
を
示
す
傾
向
が
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、『
花
の
枝
折
』
が
『
新
に
し
き
木
』
に
比
べ
て
、
雅
文
化
に

関
す
る
教
養
を
、
よ
り
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
新
に
し
き
木
』
と
『
花
の
枝
折
』
は
、
ど
ち
ら
も
大
衆
向
け
の
教
養
書
兼

読
み
物
を
目
指
し
つ
つ
も
、
前
者
が
実
用
性
や
通
俗
性
に
重
き
を
置
い
た
の

に
対
し
、
後
者
は
雅
文
化
を
取
り
入
れ
た
、
よ
り
典
雅
な
教
養
書
を
志
向
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
　
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
新
薄
雪
』
か
ら
『
新
に
し
き
木
』
へ
の
改
変
に
つ
い
て
の
考

察
や
『
花
の
枝
折
』
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
宝
暦
期
艶
書
小
説
の
特
徴
を

論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
女
性
向
け
教
養
書
と
し
て
の
側
面
を
併
せ
持
つ
近
世

の
艶
書
小
説
が
辿
っ
た
、
通
俗
化
・
大
衆
化
と
い
う
一
つ
の
道
筋
が
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

市
古
貞
次
氏
が
、『
薄
雪
物
語
』
を
「
新
し
き
表
現
を
も
ち
、
か
つ
斬
新
な

る
趣
向
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
は
陳
套
に
し
て
と
る
に
足
ら

ぬ
）
11
（

」
と
評
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
暉
峻
康
隆
氏
が
、

近
世
初
頭
の
実
用
的
な
「
薄
雪
物
語
」
に
発
し
、
貞
享
の
「
年
八
卦
」

を
経
て
、
元
禄
の
「
万
の
文
反
古
」
に
至
る
三
段
階
の
う
ち
に
、
見
事

に
露
骨
な
る
実
用
性
を
揚
棄
し
て
、
そ
れ
自
体
の
目
的
と
機
能
を
も
つ

て
人
生
に
奉
仕
す
る
一
流
の
文
学
に
ま
で
成
長
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。）

11
（

と
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
従
来
の
近
世
日
本
の
艶
書
小
説

史
（
あ
る
い
は
書
簡
体
小
説
史
）
は
、
文
学
性
の
優
劣
と
い
う
文
学
至
上
主

義
的
な
価
値
観
の
下
に
構
築
さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
本
稿

が
着
目
し
た
よ
う
な
作
品
群
は
、「
い
づ
れ
も
実
用
性
に
根
ざ
す
「
薄
雪
物

語
」
の
亜
流
で
、
文
学
と
し
て
は
第
二
義
的
な
る
も
の(11

(

」
と
し
て
等
閑
に
付

さ
れ
、
そ
の
史
的
変
遷
の
様
相
も
見
逃
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
近
世
の
文
芸
は
、
純
粋
な
文
学
性
・
娯
楽
性
の
み
に

よ
っ
て
そ
の
意
義
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
学
性

や
娯
楽
性
の
裏
に
は
何
ら
か
の
実
用
的
、
啓
蒙
的
、
あ
る
い
は
教
訓
的
な
要

素
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
表
裏
一
体
で
あ
る
。
徒
ら
に
文
学
性
の
み

を
称
揚
す
る
こ
と
は
、
作
品
の
本
質
や
同
時
代
に
お
け
る
意
義
を
見
誤
っ
て

し
ま
う
危
険
性
を
も
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
、
艶
書
小
説
あ
る

い
は
書
簡
体
小
説
と
い
う
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
史
的
変
遷
を
捉
え
る
に
は
、

同
時
代
の
価
値
観
や
文
化
的
背
景
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

市
古
・
暉
峻
両
氏
の
研
究
は
網
羅
的
か
つ
体
系
的
で
、
現
在
も
な
お
参
照

さ
れ
続
け
る
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
は

別
に
、
同
時
代
文
脈
を
加
味
し
た
艶
書
（
書
簡
体
）
小
説
史
を
構
想
す
る
こ

と
が
、
必
要
な
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
如
上
の

問
題
意
識
の
下
、
近
世
日
本
の
艶
書
（
書
簡
体
）
小
説
史
を
再
構
築
す
る
た

め
の
、
具
体
的
な
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。
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注（
1
）　

暉
峻
康
隆
『
日
本
の
書
翰
體
小
説
』（
越
後
屋
書
店
、
一
九
四
三
年
）
一
〇

五
頁
。
引
用
に
際
し
て
、
旧
字
を
全
て
新
字
体
に
改
め
て
い
る
。

（
2
）　

菊
池
真
一
「『
薄
雪
物
語
』
と
『
新
薄
雪
物
語
』」（『
甲
南
国
文
』
第
三
十
号

（
一
九
八
三
年
九
月
））。

（
3
）　
『
新
に
し
き
木
物
語
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
架
蔵
本
（
上
総
屋
利
兵
衛
版
）

に
拠
る
。

（
（
）　

木
越
俊
介
『
江
戸
大
坂
の
出
版
流
通
と
読
本
・
人
情
本
』（
清
文
堂
出
版
、

二
〇
一
三
年
）
収
録
の
「
付
・
資
料
紹
介
『
新
に
し
き
木
物
語
』
南
仙
笑
楚
満

人
（
二
世
）
序
文
」
に
紹
介
と
説
明
が
あ
る
。

（
（
）　

市
古
貞
次
「
艶
書
小
説
の
考
察
」（『
中
世
小
説
と
そ
の
周
辺
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
一
年
））。
初
出
は
『
國
語
と
國
文
学
』
昭
和
十
二
年
一
月
号
。

（
6
）　
『
新
薄
雪
物
語
』
の
引
用
は
、
菊
池
真
一
編
『
薄
雪
物
語
・
新
薄
雪
物
語
』

（
和
泉
書
院
、
一
九
八
三
年
）
に
拠
る
。

（
7
）　
『
当
流
雲
の
か
け
は
し
』
の
引
用
は
、
石
川
巌
編
『
江
戸
時
代
文
芸
資
料
（
』

（
国
書
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）
に
拠
る
。

（
8
）　

拙
稿
「『
当
流
雲
の
か
け
は
し
』
の
教
訓
性
と
娯
楽
性
―
お
そ
な
と
腰
元
に

着
目
し
て
―
」（『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
五
十
五
号
（
二
〇
二
二
年
一
月
））。

（
9
）　

拙
稿
「
享
保
期
艶
書
小
説
の
当
代
性
―
『
当
流
雲
の
か
け
は
し
』
と
そ
の
周

辺
―
」（『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
五
十
四
号
（
二
〇
二
一
年
一
月
））。

（
10
）　

天
野
晴
子『
女
子
消
息
型
往
来
に
関
す
る
研
究
―
江
戸
時
代
に
お
け
る
女
子

教
育
史
の
一
環
と
し
て
―
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
八
年
）
第
三
章
二
節
、
三

二
六
頁
。

（
11
）　

小
泉
吉
永
「
近
世
の
女
筆
手
本
―
女
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
」（
金
沢
大
学

社
会
環
境
学
科
研
究
科
・
博
士
論
文
、
一
九
九
九
年
）
補
足
「
女
筆
手
本
類
の

浸
透
と
歴
史
的
特
徴
」
十
五
頁
。

（
12
）　

前
掲
天
野
著
書
、
第
四
章
一
節
、
四
〇
五
頁
。

（
13
）　

石
川
謙
・
石
川
松
太
郎
編
『
日
本
教
科
書
大
系　

往
来
編
（
一
五
）
女
子

用
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
）
収
録
の
、
石
川
松
太
郎
氏
に
よ
る
解
説
・
解

題
。
閲
覧
に
際
し
て
は
方
丈
堂
出
版
に
よ
るD

V
D
-RO

M

版
を
用
い
た
。

（
1（
）　

小
谷
成
子
「
赤
本
『
鼠
の
嫁
入
』
と
そ
の
意
義
―
江
戸
時
代
の
女
子
教
育
の

流
れ
の
中
に
お
い
て
―
」（『
愛
知
県
立
大
学　

説
林
』（
一
九
八
一
年
二
月
））。

（
1（
）　

菱
屋
治
兵
衛
は
『
新
に
し
き
木
』
の
版
元
で
あ
る
山
崎
金
兵
衛
と
共
同
で
、

『
女
用
紅
葉
の
錦
』（
宝
暦
十
三
年
〈
一
七
六
三
〉
刊
）
と
い
う
女
子
用
往
来
を

刊
行
し
て
い
る
（
東
書
文
庫
蔵
本
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
（D

IG-T
SH

B-22（8

）

を
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
て
確
認
し
た
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、

宝
暦
期
に
両
書
肆
が
商
業
上
の
協
力
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
16
）　
『
女
訓
用
文
都
錦
』
の
解
題
担
当
者
は
小
泉
吉
永
氏
。

（
17
）　

明
和
九
年
刊
行
書
籍
目
録
の
末
尾
に
、「
明
和
七
庚
寅
年
輯　

武
村
新
兵
衛

寿
梓
」
と
あ
る
（『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
三
（
斯
道
文
庫
書

誌
叢
刊
之
一
、
井
上
書
房
、
一
九
六
三
年
）
を
参
照
し
た
）。

（
18
）　
『
京
都
大
学
蔵　

大
惣
本
稀
書
集
成
』
第
一
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）

の
解
題
（
担
当
者
は
山
本
秀
樹
氏
）。

（
19
）　

前
掲
『
京
都
大
学
蔵　

大
惣
本
稀
書
集
成
』
第
一
巻
の
解
題
に
拠
る
。

（
20
）　

引
用
は
、
前
掲
『
京
都
大
学
蔵　

大
惣
本
稀
書
集
成
』
第
一
巻
に
拠
る
。

（
21
）　

丸
井
貴
史「
吉
文
字
屋
本
浮
世
草
子
と
白
話
小
説
」（『
白
話
小
説
の
時
代
―

日
本
近
世
中
期
文
学
の
研
究
―
』（
汲
古
書
院
、二
〇
一
九
年
））。
初
出
は『
雅

俗
』
十
七
号
（
二
〇
一
八
年
七
月
）。

（
22
）　

前
掲
市
古
論
文
。

（
23
）　

前
掲
暉
峻
著
書
、
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
。

（
2（
）　

前
掲
暉
峻
著
書
、
一
〇
九
頁
。

※�

脚
注
の
記
述
を
含
め
、
作
品
や
先
行
研
究
の
引
用
に
際
し
て
は
、
原
則
振
り
仮
名

を
省
略
し
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
適
宜
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
、
引
用

文
中
の
句
読
点
や
「
」
は
、
引
用
元
で
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
稿
者
が
改
め
て

付
し
た
も
の
で
あ
る
。
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※
画
像
の
出
典
は
以
下
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

・�『
新
薄
雪
物
語
』
：
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
蔵
本
（96-810-1

～（

）
を
、

新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
引
用
し
た（
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ

モ
ン
ズ�
表
示�（.0�

ラ
イ
セ
ン
スCC�BY

-SA

）。

　

・『
新
に
し
き
木
物
語
』
：
架
蔵
本
（
上
総
屋
利
兵
衛
版
）。

　

・『
時
勢
花
の
枝
折
』
：
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
（
京-182

）
を
、
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
引
用
し
た
。

　

・『
女
訓
用
文
都
錦
』
：
東
書
文
庫
蔵
本
の
デ
ジ
タ
ル
資
料
（D

IG-
T
SH

B-2261

）を
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
引
用
し
た（
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ�
表
示�（.0�

ラ
イ
セ
ン
スCC�BY

-SA

）。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
度
京
都
近
世
小
説
研
究
会
九
月
例
会
（
九
月
十
八

日
、Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
お
か
べ
・
ゆ
か　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

【
別
表
1
】『

女
訓
用
文
都
錦
』

『
新
に
し
き
木
物
語
』
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『
女
訓
用
文
都
錦
』

『
新
に
し
き
木
物
語
』

『
女
訓
用
文
都
錦
』

『
新
に
し
き
木
物
語
』
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【
別
表
2
】

『
女
訓
用
文
都
錦
』

『
新
に
し
き
木
物
語
』

『
女
訓
用
文
都
錦
』

『
新
に
し
き
木
物
語
』

巻
五
６
ウ

巻
二
５
オ

（0
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