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文
学
が
面
白
い
と
い
う
の
は
、
読
者
が
作
品
の
世
界
を
理
解
し
、

さ
ら
に
共
鳴
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
未
知
の
世
界
で
あ

る
場
合
に
は
驚
き
の
心
持
が
加
わ
っ
て
、
共
鳴
は
感
動
に
ま
で
高
ま

る
。
こ
の
時
文
学
は
も
っ
と
も
面
白
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
現
代
の
文
学
は
、
し
た
が
っ
て
一
番
面
白
い
。
作
品
の
車
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
現
代
社
会
に
生
き
て
、
わ

れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
の
中

の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
切
実
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
古
典
文
学
の
世
界
は
、
何
十
年
か
何
百
年
か
過
去
の
社

会
の
中
に
生
き
て
い
た
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
社
会
制
度
も
違
え

ば
、
人
間
の
思
想
も
感
情
も
違
う
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
問
題

は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
は
、
ず
れ
て
い
る
。
ま
た
万
葉
と
か
、
源

氏
と
か
、
近
松
と
か
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
程
度
そ
の
内
容
を
常
識
的

に
知
っ
て
い
る
か
ら
、
い
ま
さ
ら
驚
き
を
感
ず
る
よ
う
な
こ
と
も
な

万
葉
の
面
白
さ

い
。
お
ま
け
に
言
葉
が
む
ず
か
し
い
。
　
－
　
結
局
古
典
は
面
白
く
な

い
、
と
い
う
の
が
多
く
の
人
々
の
気
持
て
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は

当
然
だ
と
、
私
も
一
応
は
考
え
る
。

し
か
し
古
典
が
文
学
で
あ
る
限
り
、
現
代
文
学
と
同
様
に
、
人
間

の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
恋
と
か
、
子
に
対
す
る
愛
と
か
、

生
活
の
悩
み
と
か
、
そ
う
い
う
人
間
の
問
題
が
主
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
古
典
文
学
も
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
古
典
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ

て
無
縁
の
存
在
で
な
い
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
人
間
を
取
り
ま
く
社

会
的
な
還
境
が
違
い
、
従
っ
て
も
の
の
考
え
方
も
違
う
の
で
あ
っ
て
、

一
人
の
人
間
の
車
に
、
人
間
と
し
て
の
自
己
主
張
と
共
に
、
そ
の
時

代
そ
の
時
代
の
も
の
の
考
え
方
（
思
想
、
世
界
観
）
　
が
同
時
に
存
在

し
て
い
て
、
そ
れ
は
烈
し
い
矛
盾
と
し
て
対
立
し
あ
っ
て
い
る
こ
と

さ
え
珍
し
く
な
い
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
統
一
す
る
か
、
i
と
い
う
こ

と
が
古
典
文
学
の
切
実
な
主
題
で
、
そ
の
統
一
の
し
方
は
、
今
日
の

わ
れ
わ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
間
の
問
題
を
そ

ー



の
時
代
の
い
ろ
い
ろ
な
制
約
叉
は
対
立
的
な
も
の
と
の
関
係
に
お
い

て
、
（
そ
れ
は
闘
い
と
云
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
）
具
体
的
に
生
き

生
き
と
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
古
典
が
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
も
訴

え
て
く
る
力
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
に
対
す
る
制
約
や
対
立

物
は
、
今
日
で
も
、
昔
と
は
違
っ
た
性
質
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
の
闘
い
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
古

典
の
世
界
の
主
人
公
た
ち
も
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
敵
と
の
闘

い
に
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
闘
っ
て
い
る
。
た
だ
敵
が
わ
れ
わ
れ
の
敵

と
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
古
典
文
学
が
現
代

の
人
間
に
と
っ
て
も
、
無
縁
で
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味

で
あ
る
。
一
つ
の
例
を
と
っ
て
み
ょ
う
。
例
え
ば
歌
舞
伎
の
寺
小
屋

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
松
王
夫
婦
が
、
恩
義
の
あ
る

菅
丞
相
の
遺
子
菅
秀
才
の
命
を
時
平
の
凶
刃
か
ら
守
る
た
め
に
、
自

分
の
子
中
太
郎
を
身
代
り
に
差
出
し
て
、
首
尾
よ
く
成
功
す
る
と
い

う
筋
で
あ
り
、
一
応
簡
単
に
忠
義
の
た
め
に
子
へ
の
愛
を
犠
牲
に
す

る
行
為
と
し
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
封
建
的
な
世
界

観
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
わ
れ
あ

れ
の
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
芝
居
を
見

て
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
ば
か
ば
か
し
い
感
じ
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
感
動
す
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
我
々
の
車
に
、
ま
だ
封
建
的

な
忠
義
思
想
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
芝
居
そ
の
も
の
に
つ
い
て
見
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
こ
と
で
あ

二

る
が
、
松
王
夫
婦
が
忠
義
か
愛
か
を
簡
単
に
割
り
切
っ
て
忠
義
を
選

ん
だ
の
で
な
い
こ
と
は
、
小
太
郎
が
殺
さ
れ
た
後
で
千
代
が
な
げ
く

台
詞
の
車
に
も
よ
く
出
て
い
る
。
忠
義
か
愛
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら

れ
る
と
い
う
絶
体
絶
命
の
場
に
立
た
さ
れ
た
松
王
夫
婦
の
苦
悶
は
、

そ
れ
自
身
と
し
て
で
は
な
く
、
小
太
郎
が
身
代
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ

た
後
で
、
千
代
の
台
詞
と
演
技
の
中
に
表
現
さ
れ
る
お
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
そ
の
苦
し
み
は
十
分
感
動
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
の
力
を
も

っ
て
い
る
。
も
し
も
こ
れ
が
簡
単
に
愛
を
捨
て
て
忠
義
を
選
ん
だ
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ば
か
ば
か
し
い
と
思
う
だ
け
で
あ
ろ

う
し
、
の
み
な
ら
ず
徳
川
時
代
の
観
客
も
と
う
て
い
共
感
を
感
ず
る

こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
の
は
「
文
学
」
　
で
は
あ
り

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
寺
小
屋
で
も
江
戸
時
代
の
作
者

や
観
客
と
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
と
の
問
に
は
少
し
ズ
レ
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
原
作
の
浄
瑠
璃
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
忠
義
の
方

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
千
代
の
嘆
き
の
方
は
あ
ま
り
強
く
掃
か

れ
て
い
な
い
の
を
見
る
と
、
子
へ
の
愛
を
犠
牲
に
し
て
忠
義
を
選
ん

だ
武
士
と
し
て
の
、
悲
し
い
あ
っ
ぱ
れ
な
行
為
に
作
者
も
焦
点
を
撞

き
、
観
客
も
そ
こ
に
感
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
年
の
前
進

座
で
上
演
し
た
歌
舞
伎
で
は
、
千
代
の
嘆
き
の
万
が
一
層
強
く
押
出

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
脚
色
を
肯
定
し
、

千
代
の
嘆
き
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
子
へ
の
愛
の
側
か
ら
、
む
し

ろ
感
動
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
い
う
ズ
レ
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
が
、
大
事
な
こ
と
は
、
原
作
で
た
と
え
忠
義
に
焦
点

を
お
い
て
描
い
て
い
る
に
し
ろ
、
そ
れ
は
子
の
愛
に
裏
づ
け
ら
れ
て

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
寺
小
屋
」

は
徳
川
時
代
の
人
間
の
典
型
を
描
く
と
共
に
、
文
学
で
あ
り
え
て
い

る
。
つ
ま
り
「
古
典
」
で
あ
り
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ

れ
わ
れ
が
こ
れ
に
感
動
す
る
の
は
、
忠
義
と
の
板
ば
さ
み
に
追
い
こ

ま
れ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
場
で
苦
悶
す
る
千
代
の
、
人
間
と
し
て
の
悲
し

み
に
対
す
る
共
感
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

あ
る
い
は
こ
う
考
え
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
子
へ
の
愛
が

忠
義
に
負
け
て
「
嘆
く
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

物
足
ら
な
い
、
む
し
ろ
忠
義
に
打
勝
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
に
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
。
な
る
ほ
ど
現
代
の
劇
な
ら
ば
そ
う
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
封
建
社
会
を
背
景
と
し
た
寺
小
屋
で
、
そ
う
い
う
脚

色
を
す
る
こ
と
は
う
そ
に
な
る
。
少
く
と
も
あ
ま
い
芝
居
に
な
る
。

封
建
社
会
の
現
実
は
、
そ
ん
な
に
あ
ま
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
封

建
社
会
の
無
慈
悲
さ
を
そ
の
ま
ま
無
慈
悲
さ
と
し
て
描
き
、
子
へ
の

愛
は
そ
れ
に
打
負
か
さ
れ
て
嘆
き
と
い
う
形
で
し
か
存
在
し
え
な
い

よ
う
な
、
徳
川
時
代
の
人
間
の
あ
り
方
を
描
い
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精

神
が
、
む
し
ろ
こ
の
　
「
寺
小
屋
」
　
の
感
動
の
根
元
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
古
来
す
ぐ
れ
た
文
学
は
皆
、
人
間
を
お
し
っ
ぶ
す
悪
や
対

立
物
の
強
さ
の
方
を
、
む
し
ろ
忠
実
に
描
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
れ
は
悪
や
対
立
物
を
肯
定
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
か

万
葉
の
面
白
さ

ら
人
間
を
守
ろ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
文
学
の
任
務
は
、
問
題
の

提
出
で
あ
っ
て
、
解
決
で
は
な
い
。
解
決
は
現
実
の
人
間
自
身
が
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
学
者
が
こ
の
限
界
を
越
え
て
作
品
の
中
で
解

決
を
試
み
る
場
合
、
あ
ま
い
夢
物
語
に
終
る
危
険
は
、
避
け
が
た
い
。

人
間
の
問
題
の
「
解
決
」
は
、
小
説
の
中
で
可
能
な
ほ
ど
甘
い
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

子
に
対
す
る
愛
に
限
ら
ず
、
人
間
愛
が
文
学
の
根
本
的
な
、
時
代

に
よ
っ
て
変
る
こ
と
の
な
い
主
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
古

典
を
自
分
の
も
の
と
し
て
理
解
し
、
共
鳴
し
う
る
根
拠
が
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
た
と
え
時
代
に
よ
る
社
会
的
環
境
や
思
想
の
相
違
は
あ
っ

て
も
、
人
間
と
そ
れ
の
対
立
物
と
の
具
体
的
な
対
立
関
係
を
理
解
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
か
え
る
と
そ
の
時
代
の
人
間
の
立
場
に
身

を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
文
学
と
同
じ
関
心
を
持
つ
こ
と
が
出

来
る
。
そ
の
関
心
は
、
自
分
以
外
の
隣
人
や
外
国
の
人
の
問
題
に
対

し
て
持
た
れ
る
関
心
と
異
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
他
人
の
立
場
に

身
を
置
い
て
、
そ
の
人
の
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
理
解
し
考
え

る
と
い
う
、
文
学
鑑
賞
の
行
為
と
し
て
は
、
現
代
文
学
も
古
典
文
学

も
、
外
国
文
学
も
、
何
ら
相
違
は
な
い
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

万
葉
は
抒
情
詩
で
あ
る
か
ら
、
歌
舞
伎
や
小
説
の
よ
う
に
、
人
間

が
そ
の
対
立
物
と
の
関
係
に
お
い
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ

で
は
も
っ
ぱ
ら
作
者
の
人
間
と
し
て
の
喜
び
や
悲
し
み
の
み
が
、
短

三



歌
（
叉
は
長
歌
）
　
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
。
だ
か
ら
万
葉
の
歌
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
万
葉
の
作
者
た
ち
が
置
か
れ
た
社
会
的
個
人
的

瑛
嚢
を
、
具
体
的
に
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

親
身
の
人
な
る
わ
れ
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を

い
ろ
せ
と
我
が
見
む
。

こ
の
歌
は
大
伯
皇
女
の
歌
で
あ
る
が
、
歌
詞
だ
け
で
は
意
味
の
理
解

さ
え
困
難
で
あ
ろ
う
。
が
、
万
葉
集
に
は
こ
の
歌
の
作
ら
れ
た
時
の

事
情
が
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
大
津
皇
子
の
屍
を

二
上
山
に
移
葬
し
た
時
の
作
で
あ
る
。
大
津
皇
子
は
皇
女
の
同
母
弟

で
、
つ
ま
り
弟
の
死
を
悲
し
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
の
で
、
皇
女
の
悲
し
み
の
背
景
に
は
も
っ
と
重
大
な
事
件

が
あ
っ
た
。
大
津
皇
子
は
父
天
武
天
皇
が
崩
じ
て
一
月
に
も
な
ら
ぬ

内
に
謀
反
の
罪
に
間
お
れ
て
、
ろ
く
す
っ
ぽ
訊
問
も
受
け
る
こ
と
な

く
処
刑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
皇
女
は
前
か
ら
伊
勢
神
宮
に

斎
富
と
し
て
仕
え
て
居
り
、
皇
子
は
事
件
の
前
ひ
そ
か
に
姉
富
に
会

い
に
伊
勢
に
下
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
時
の
皇
子
を
見
送
る
歌
も
皇
女

は
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
処
刑
が
行
わ
れ
て
か
ら
一
月
余
り
し
て
、

皇
女
は
京
に
呼
び
戻
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
の
歌
が
「
見
ま
く
は
り
吾

が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
何
し
か
来
け
む
馬
疲
る
る
に
」
で
あ
る
。

十
五
才
の
時
か
ら
二
十
六
に
な
る
今
ま
で
伊
勢
で
淋
し
い
生
活
を
送

っ
て
、
や
っ
と
京
に
帰
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
ま
だ
若
い
皇
女
に

と
っ
て
は
喜
び
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
「
何
し
か
来
け
む
し
と

四
ノ

歌
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
、
か
け
が
え
の
な
い
弟
を
、
皇
位
継

承
を
め
ぐ
る
暗
闘
の
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
悲
し
み
か
ら
で

あ
る
。
反
対
勢
力
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
大
津
皇
子
は
、
懐
風
藻
に

「
状
貌
魁
橋
、
器
芋
唆
遠
、
幼
年
に
し
て
学
を
好
み
、
博
覧
に
し
て

能
く
文
を
属
す
。
牡
に
及
ん
で
武
を
愛
し
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を

撃
つ
。
性
頗
る
放
蕩
に
し
て
、
法
度
に
拘
ら
ず
、
節
を
降
し
て
士
を

礼
す
」
と
あ
る
よ
う
な
、
ま
さ
に
帝
王
の
風
格
を
具
え
た
人
物
で
、

天
智
天
皇
に
愛
さ
れ
た
り
、
宮
廷
の
貴
族
た
ち
も
心
を
寄
せ
た
り
し

て
い
た
ら
し
い
。

大
津
皇
子
の
人
物
に
つ
い
て
、
叉
そ
の
死
に
つ
い
て
、
そ
し
て
皇

女
の
歌
が
作
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
知

っ
て
読
む
時
、
「
親
身
の
人
な
る
わ
れ
や
」
の
歌
に
こ
も
る
悲
し
み

と
、
皇
子
に
対
す
る
愛
惜
の
情
は
、
名
状
し
が
た
い
感
動
を
わ
れ
わ

れ
の
心
に
よ
び
起
こ
さ
ず
に
は
居
な
い
。
そ
し
て
こ
の
歌
か
ら
感
じ

取
ら
れ
る
も
の
は
、
悲
し
み
と
か
、
愛
惜
と
か
、
そ
う
い
う
抽
象
的

な
言
葉
で
は
と
う
て
い
言
い
表
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
も
っ
と
具
体

的
で
濃
度
の
濃
い
情
緒
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
の
言
葉
そ
の
も
の
か
ら

直
接
受
取
る
よ
り
は
か
な
い
も
の
で
、
口
訳
し
た
り
、
外
の
言
葉
で

説
明
す
る
の
は
、
便
宜
的
な
手
段
以
上
に
は
出
な
い
。

こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
万
葉
の
面
白
さ
、
と
い
う
も
の
は

大
体
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
私
は
現
代
の
小
説
も
面
白
い
が
、

万
葉
の
歌
も
た
ま
ら
な
く
好
き
で
あ
る
（
全
部
の
歌
が
そ
う
だ
と
い

霊

m

轟

霊
書
。
重
量
事
案

う
の
で
ほ
、
も
ち
ろ
ん
な
い
）
。
が
、
考
え
て
み
る
と
そ
の
間
白
き

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
歌
詞
の
中
に
表
さ
れ
て
い
な
い
歌
の
背
景

を
具
体
的
に
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
情
緒
の
ゆ
ら
ぎ
を
表

現
す
る
微
妙
な
言
葉
の
陰
影
が
理
会
さ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
現

代
文
学
と
異
っ
た
予
備
的
な
作
業
が
必
要
で
、
文
学
の
面
白
さ
は
古

典
の
場
合
、
学
問
の
裏
付
け
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は

大
体
学
者
た
ち
が
や
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に

す
れ
ば
、
万
葉
の
歌
の
面
白
さ
を
理
解
す
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で

は
な
い
と
思
う
。
ま
た
歌
の
生
命
は
小
説
と
違
っ
て
　
－
　
な
い
し
小

説
よ
り
も
ー
し
言
語
表
現
そ
の
も
の
に
あ
る
か
ら
、
歌
の
面
白
さ
は
、

歌
そ
の
も
の
を
読
ん
で
感
じ
取
る
よ
り
し
方
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

言
葉
に
よ
る
微
妙
な
表
現
を
辿
り
つ
つ
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
情
緒
の

ゆ
ら
ぎ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
生
き
た
生
命

に
ふ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
喜
び
や
面
白
さ
は
、
小
説
な
ど
で
は
得
ら

れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説
よ
り
も
努
力
を
必
要
と

す
る
が
、
そ
の
努
力
は
必
ず
あ
と
で
、
よ
ろ
こ
び
に
よ
っ
て
報
い
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
信
じ
て
い
た
だ
い
て
い
い
。
「
万
葉
の

面
白
さ
」
に
つ
い
て
の
話
と
い
う
よ
り
、
万
葉
の
面
白
さ
を
面
白
さ

と
し
て
受
取
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
請

に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
分
れ
は
、
「
万
葉
の
面
白
さ
」
　
の
方
は

ひ
と
り
で
に
分
か
っ
て
く
る
。
そ
の
方
が
「
万
葉
の
面
白
さ
」
を
効

能
書
き
風
に
並
べ
立
て
る
よ
り
も
、
却
て
実
際
的
な
の
で
は
な
い
か

万
葉
の
面
白
さ

と
考
え
た
の
で
あ
る
。


