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日
本
文
学
史
上
井
原
西
鶴
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
有
名
な
割
に

そ
の
総
体
的
な
本
質
論
と
い
う
も
の
が
少
な
い
。
、
一
九
六
八
年
ユ
ネ
ス
コ
に

よ
っ
て
紫
式
部
や
夏
目
漱
石
と
と
も
に
世
界
の
文
豪
に
数
え
ら
れ
た
西
鶴
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
西
鶴
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
作
家
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
お
そ
ら
く
ま
だ
は
っ
き
り
と
答
え
ら
れ
る
研
究

者
は
数
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
恥
し
い
け
れ
ど
、
、
そ
れ
が
現
実
な
の
で
あ
る
。

近
時
西
鶴
研
究
の
論
考
も
数
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
く
は
墳
末
的
な
論

証
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
作
品
の
成
立
年
代
と
か
作
品
構
成
の
前
後
関
係
、

代
筆
問
題
、
．
典
拠
と
の
比
較
、
文
章
表
現
等
冬
一
つ
一
つ
の
完
証
が
決
し

て
意
味
の
無
い
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
何
か
巨
視
的
な
観
点
が
欠
け
た
感

が
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
研
究
が
細
か
く
な
っ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で

で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
西
鶴
全
体
に
迫
ろ
う
と
す
る
気
迫
の
薄
い

の
は
残
念
で
あ
る
。
戦
前
片
岡
良
一
氏
の
「
井
原
西
鶴
』
、
戦
後
暉
峻
康
隆

氏
の
『
西
鶴
ｌ
評
論
と
研
究
』
が
出
て
、
と
も
に
西
鶴
の
全
体
像
に
迫
ろ

う
と
す
る
気
迫
が
見
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
後
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
た
び
水
田
氏
の
「
西
鶴
論
序
説
一
が
上
梓
さ
れ
た
と
き
、
私
が
ま
ず

感
じ
た
の
は
、
西
鶴
全
体
に
迫
ろ
う
と
す
る
そ
の
気
迫
で
あ
っ
た
。
「
序
説
一

と
卑
下
し
て
い
る
が
、
決
し
て
普
通
に
言
う
序
説
の
生
半
可
な
も
の
で
は
な

く
、
克
明
に
西
鶴
の
ス
タ
イ
ル
、
方
法
、
姿
勢
、
発
想
を
掘
り
起
し
て
、
筋

の
通
っ
た
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
氏
の
西
鶴
そ
の
も
の
に
体

当
り
を
し
て
い
る
気
迫
の
故
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
全
体
的
西
鶴

論
の
少
な
い
現
在
に
お
い
て
も
称
す
零
へ
く
、
ま
た
一
方
で
は
危
険
な
作
業
を

伴
う
困
難
な
論
考
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

氏
の
論
考
の
基
盤
は
、
ま
ず
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
従
来
の

思
い
つ
き
に
似
た
西
鶴
評
価
の
否
定
に
あ
る
。
た
と
え
ば
「
西
鶴
諸
国
は
な

し
」
中
の
「
忍
び
扇
の
長
吾
」
が
封
建
道
徳
へ
の
反
逆
や
抵
抗
と
し
て
意
味

づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
、
疑
問
を
呈
す
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
本
文
中
の

各
章
に
見
ら
れ
、
当
然
で
は
あ
る
が
暉
峻
氏
の
『
西
鶴
ｌ
評
論
と
研
究
』

な
ど
の
観
点
や
評
価
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

挙
げ
て
み
れ
ば
、
「
本
朝
二
十
不
孝
」
の
「
リ
ア
リ
ス
ト
西
鶴
」
、
「
好
色
一

代
女
」
の
「
命
を
ぢ
か
に
見
詰
め
」
た
美
女
の
描
写
、
「
矢
数
俳
譜
」
の
「
非

芸
術
性
」
、
「
好
色
一
代
男
」
，
の
吉
野
の
「
お
ほ
ら
か
に
生
き
る
そ
の
精
神

美
」
、
「
好
色
五
人
女
」
の
「
抵
抗
と
悲
哀
の
精
神
」
、
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
」

の
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
創
作
態
度
」
、
「
日
本
永
代
蔵
」
の
「
上
昇
期
資
本
主

義
時
代
の
致
冨
の
種
を
相
」
、
「
西
鶴
置
土
産
」
の
「
不
可
避
な
死
に
も
と
づ

く
終
末
観
」
な
ど
の
指
摘
や
評
価
に
つ
い
て
、
果
た
し
て
そ
う
言
え
る
か
と

い
う
疑
惑
を
述
尋
へ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
疑
惑
は
、
決
し
て
無
根
拠
で
述
令
へ

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
氏
の
二
十
数
年
に
わ
た
る
冷
静
な
細
密
な
分



”

析
と
追
求
の
帰
結
に
よ
る
判
定
で
あ
っ
て
、
共
感
を
禁
じ
得
な
い
点
も
多
煮

あ
る
の
で
あ
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
「
好
色
一
代
男
の
価
値
は
、
む
し
ろ
延
宝
天
和
の
具
体
的

現
実
か
ら
離
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
否
定
し
、
文
学
の
世
界
に
普
遍
的
な
人

間
回
帰
を
志
向
し
、
‐
そ
れ
を
創
造
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と
す

る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
ｒ
は
絶
対
の
価
値
基
準
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
列

伝
的
な
既
存
の
遊
女
を
西
鶴
が
ど
の
よ
う
に
証
明
し
て
い
る
か
に
か
か
っ
て

い
る
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
好
色
一
代
男
」
の
名
妓
た
ち
が
大
衆
の
遊

女
理
想
化
の
志
向
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
、
あ
る
意
味
で

は
大
衆
と
の
妥
協
だ
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
限
界
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
女

性
美
の
典
型
を
創
造
し
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
こ
に
伝
承
や
中
世
美
学
か
ら

、
皇

の
脱
出
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
は
肯
繁
に
値
し
よ
う
。
確
か
に
こ
こ
に
は

名
妓
の
「
商
品
価
値
‐
一
と
し
て
の
理
想
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
ス
タ

イ
ル
が
と
き
に
美
の
具
体
的
表
現
に
限
定
を
与
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
ゞ
っ
て
「
名
女
情
く
ら
べ
」
や
「
恋
慕
水
鏡
」
一
の
よ
う
な
た
ん
な

る
名
妓
礼
賛
の
平
盤
な
叙
述
に
陥
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
吉
野

に
し
て
も
初
音
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
夕
霧
・
三
笠
・
小
紫
・
野
風
に
し
て

も
、
遊
女
と
い
う
苛
酷
な
条
件
下
で
の
生
身
の
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
お
も
し
ろ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
矛
盾
を
摘
発
し
た
西
鶴
の
状
況

認
識
こ
そ
が
「
好
色
一
代
男
」
の
効
果
と
も
い
う
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
こ
れ
を
た
ん
に
「
精
神
美
」
と
考
え
る
の
も
楽
天
に
過
ぎ
る
が
、
一
方
に

こ
れ
を
た
ん
に
一
‐
遊
女
美
」
と
の
み
言
い
切
う
て
し
ま
う
こ
と
に
も
問
題
が

あ
る
。
水
田
氏
の
言
う
よ
う
に
「
伝
承
へ
の
回
帰
と
伝
承
か
ら
の
脱
出
と
の

『
西
鶴
論
序
説
』
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矛
盾
の
中
に
形
成
さ
れ
た
」
も
の
が
「
好
色
一
代
男
」
↓
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

も
ち
ろ
ん
回
帰
と
脱
出
の
両
面
か
ら
見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
、
回
帰
の
み
に
、

あ
る
い
は
脱
出
の
み
に
力
点
を
置
く
こ
と
が
、
従
来
の
過
少
評
価
、
ま
た
過

大
評
価
の
分
れ
目
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
水
田
氏
の
論
は
穏
当

と
思
う
が
、
従
来
の
過
大
評
価
へ
の
訂
正
に
急
で
あ
っ
た
た
め
に
、
多
少
過

少
評
価
に
傾
い
た
感
も
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
大

衆
の
志
向
、
ま
た
は
ス
タ
イ
ル
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
西
鶴
の
叙
述
の
革
新
性
を
究
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
氏
の
大
衆
志
向
論
、
ス
タ
イ
ル
論
は
、
西
鶴
の
全
作
品
の
考
察
に
響

い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
、
い
つ
も
そ
の
点
で
何
か
が
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
残

念
で
あ
る
。
、

「
好
色
五
人
女
」
論
に
つ
い
て
も
、
新
鮮
な
論
証
に
は
敬
意
と
賛
同
を
感

じ
る
．
こ
の
作
が
た
ん
な
る
「
抵
抗
と
悲
哀
の
精
神
」
を
う
た
っ
た
作
品
で

は
な
く
、
「
好
色
」
と
そ
の
風
俗
の
説
話
化
に
あ
っ
た
と
す
る
観
点
は
、
穏

当
で
説
得
力
を
持
つ
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
つ
一
つ
の
説
話
の
中
で

の
脱
線
や
矛
盾
は
充
分
に
解
決
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
樽
屋
お
せ
ん
の
話
に
し

て
も
、
実
際
の
姦
通
事
件
は
申
訳
の
よ
う
に
最
後
に
ち
ょ
っ
と
出
て
く
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
大
半
は
樽
屋
と
お
せ
ん
の
恋
愛
ぱ
な
・
し
で
あ
る
。
こ
れ
を
余

計
と
見
る
か
、
脱
線
と
見
る
か
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
水
田
氏
は
こ
れ
を

「
好
色
五
人
女
の
属
性
の
説
話
化
」
と
見
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
脱
線
部
分
が

独
立
し
て
一
つ
の
説
話
と
な
っ
て
お
り
、
西
鶴
は
そ
こ
に
人
間
の
俗
を
見
た

と
す
る
。
「
緊
張
性
の
欠
除
と
世
俗
性
と
の
交
錯
は
、
西
鶴
の
説
話
発
想
で

の
原
点
で
あ
る
」
と
い
う
。
確
か
に
お
せ
ん
の
悲
劇
を
追
い
か
け
る
と
い
つ
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言

た
モ
チ
ー
フ
で
は
、
こ
う
い
う
横
道
部
分
は
生
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
西
鶴
の
説
話
ス
タ
イ
ル
を
認
め
る
の
は
穏
当
な
見
解
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
一
歩
踏
み
こ
ん
で
、
こ
う
い
う
説
話
ス
タ
イ
ル
を
認
め
た

と
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
説
話
が
挿
入
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
簡
単
に
窓
意
的
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
っ
て
単
純
に
主
人
公
お
せ
ん
に
関
係
あ
る
話
だ
か
ら
と
い
っ
て
挿
入
さ

れ
た
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
確
か
に
ほ
か
の
お
夏
・
お
さ
ん
・
お
七
な
ど
の

恋
愛
経
過
が
悲
劇
に
直
結
し
て
い
る
の
に
、
こ
の
樽
屋
と
お
せ
ん
の
恋
愛
経

過
は
悲
劇
を
生
ま
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
説
話
が
入
っ
て
く
る
こ

と
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
が
、
と
い
っ
て
こ
れ
を
姦
通
事
件
と
切
り
離
し
た

一
つ
の
説
話
と
言
い
切
る
の
に
も
問
題
が
残
る
。
こ
れ
は
や
は
り
全
体
と
し

て
お
せ
ん
の
物
語
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
、
清
十

、

郎
の
放
蕩
物
語
、
お
さ
ん
の
美
女
ぶ
り
の
く
だ
り
、
源
五
兵
衛
の
男
色
趣
味

な
ど
と
い
っ
た
「
屈
性
」
の
説
話
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
全
体
を
破
る

異
色
な
話
で
は
な
く
、
一
つ
の
効
果
を
持
つ
設
定
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ

ば
、
樽
屋
お
せ
ん
恋
愛
物
語
も
決
し
て
そ
れ
だ
け
の
挿
話
で
は
な
く
、
や
は

り
意
味
あ
る
設
定
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
長
友
と
し
た
熱

烈
な
二
人
の
愛
が
、
ま
っ
た
く
唐
突
に
破
局
を
来
す
の
は
不
自
然
な
観
が
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
矛
盾
の
よ
う
な
破
局
の
悲
劇
的
効
果
は
そ
の
長
だ
し
い

恋
物
語
の
伏
線
か
ら
も
生
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
余
計
だ
と
簡
単
に
突
き
は
な

す
わ
け
に
も
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
西
鶴
は
「
さ
れ
ば
一
切
の
女

移
り
気
な
る
物
に
し
て
」
と
か
「
あ
ん
な
女
に
鼻
あ
か
せ
ん
と
思
ひ
」
な
ど

と
姦
通
の
動
機
を
説
明
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
始
め
か
ら
の
全

■

体
の
効
果
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
近
松
の
戯
曲
の
よ
う
に

計
算
の
手
の
こ
ん
だ
伏
線
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
何
か
挿
入
の
存
在

理
由
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
し
て
た
ん
な
る
「
俗
」
の
描
写
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

紙
数
が
無
い
の
で
、
水
田
氏
の
「
諸
国
は
な
し
」
「
本
朝
二
十
不
孝
」
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
「
諸
国
ぱ
な
し
」
の
分
析

に
お
い
て
、
伝
承
や
物
語
り
の
不
条
理
や
特
殊
に
近
世
的
均
衡
や
俗
的
構
造

化
を
認
め
、
そ
こ
に
西
鶴
の
生
の
認
識
を
見
出
さ
れ
た
の
は
達
見
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
も
う
っ
か
り
す
る
と
過
大
評
価
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
の

で
あ
る
が
、
平
衡
感
覚
と
い
う
こ
と
で
お
さ
え
て
い
る
の
で
破
綻
は
無
い
。

ま
た
「
本
朝
二
十
不
孝
」
の
戯
画
が
一
つ
の
現
実
批
判
に
な
っ
て
お
り
、
「
当

世
の
資
本
主
義
秩
序
の
お
そ
れ
の
感
性
化
」
と
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
新
見

で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
も
氏
の
「
俗
的
構
図
」
観
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
限

界
を
提
示
し
た
の
は
、
穏
当
で
は
あ
る
が
や
や
消
極
的
考
察
の
感
も
拭
え
な

い
。

「
日
本
永
代
蔵
」
に
つ
い
て
、
氏
は
こ
れ
を
「
上
昇
期
資
本
主
義
時
代
の

致
冨
の
種
を
相
」
に
対
す
る
関
心
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
金
銭
へ
の
妄
執
に

、
、

と
り
つ
か
れ
た
人
間
心
理
の
ひ
だ
へ
の
関
心
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り

「
長
者
教
」
的
教
訓
が
至
る
と
こ
ろ
で
破
綻
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
西

鶴
の
状
況
へ
の
関
心
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
現
実
の
状
況
が
不
定

で
あ
り
悲
惨
で
あ
っ
た
か
ら
と
す
る
。
こ
の
作
に
繁
栄
と
共
存
す
る
極
貧
や

崩
壊
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
致
冨
と
い
う
教
訓
的
な
具
体

例
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
な
時
代

’1
四
四
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状
況
の
認
識
の
故
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
正
確
な
考
察
と
い

え
よ
う
。
「
日
本
永
代
蔵
」
に
成
功
者
と
失
敗
者
と
が
ほ
ぼ
同
数
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
失
敗
者
を
も
成
功
者
の
逆
例
と
し
て

考
え
る
の
は
、
こ
の
作
を
教
訓
作
と
し
て
あ
つ
か
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
む
し

ろ
教
訓
が
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
て
西
鶴
の
本
心
は
状
況
描
写
に
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
こ
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方
か
ら
考
え
る
と
、
状
況

描
写
と
い
っ
て
も
成
功
者
の
実
例
が
か
な
り
誇
張
さ
れ
た
形
で
は
あ
っ
て
も

賛
美
さ
れ
て
い
る
の
は
へ
果
た
し
て
た
ん
な
る
「
虚
実
皮
膜
の
ド
ラ
ご
で

し
か
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
た
ん
に
「
世
の
人
心
」
と
い
っ
て
済

ま
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
私
は
ま
だ
疑
問
を
感
じ
る
。
教
訓
が

一
つ
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
西
鶴
が
こ
う
い
う
ス
タ

イ
ル
に
想
到
し
た
か
と
い
う
根
本
動
機
に
つ
い
て
、
も
う
一
歩
突
っ
こ
ん
だ

考
慮
が
欲
し
い
と
思
う
。

私
は
西
鶴
の
「
世
の
人
心
」
へ
の
関
心
や
、
説
話
化
の
手
法
を
認
め
る
の

に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
一
つ
の
革
新
的
な
ス
タ
イ
ル
が
な
ぜ
生
れ

た
か
に
つ
い
て
根
本
的
な
疑
惑
と
興
味
と
を
持
っ
て
い
る
。
水
田
氏
は
触
れ

な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
武
家
物
の
一
群
の
ス
タ
イ
ル
の
存
在
も
大
き
い
。

「
日
本
永
代
蔵
」
の
ス
タ
イ
ル
も
、
確
か
に
大
き
な
矛
盾
と
破
綻
に
充
ち
て

は
い
る
が
、
そ
の
根
本
に
や
は
り
「
銀
が
銀
を
も
う
く
る
」
資
本
主
義
停
滞

期
の
倫
理
確
立
の
動
機
が
ほ
の
め
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
町
人
の
危
機
に
お
い
て
こ
そ
町
人
倫
理
確
立
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
こ
と
は
遊
女
道
の
堕
落
に
お
い
て
遊
女
の
理
想
が
説
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
武
士
道
の
堕
落
に
お
い
て
武
士
道
が
称
揚

『
西
鶴
論
序
説
』

＝

｛

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
少
し
言
い
過
ぎ
だ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
西
鶴
の
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
の
模
索
に
こ
そ
、
あ
る

い
は
そ
う
い
う
模
索
の
過
程
に
こ
そ
西
鶴
が
あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
、
そ

の
点
や
や
水
田
氏
と
観
点
を
異
に
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

状
況
へ
の
関
心
が
西
鶴
の
本
質
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
水
田
氏
が
「
万
の

文
反
古
」
や
「
世
間
胸
算
用
」
の
作
品
を
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の

帰
結
で
あ
る
と
思
う
。
こ
と
に
「
万
の
文
反
古
」
に
は
、
西
鶴
の
転
回
を
認

め
、
こ
こ
に
彼
の
至
り
得
た
説
話
化
の
完
成
を
見
る
。
そ
の
分
析
は
見
事
で

あ
る
。
水
田
氏
の
こ
の
著
の
中
で
は
、
こ
の
「
万
の
文
反
古
」
論
が
私
に
と

っ
て
一
番
読
み
応
え
が
あ
っ
た
。

水
田
氏
の
こ
の
論
考
は
、
前
に
も
述
令
へ
た
よ
う
に
従
来
の
安
易
な
西
鶴
論

を
至
る
と
こ
ろ
で
破
砕
し
て
い
る
。
新
鮮
な
西
鶴
論
と
い
う
、
へ
き
で
あ
る
。

し
か
し
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
私
が
述
寺
へ
た
よ
う
な
問
題
も
残
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
ゆ
き
た
い

と
思
う
。
今
後
の
御
教
示
を
乞
う
。
（
昭
和
四
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年
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二
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日
刊
Ａ
５
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）
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大
学
教
授
）
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