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本
書
は
、
文
学
の
舞
台
を
旅
す
る
の
で
は
な
い
。
文
学
自
体
の
中
を
徘
徊
す
る
。「
文
学
に
」
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

文
学
は
、
書
物
の
中
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
の
心
の
中
に
あ
る
。
例
え
ば
本
を
読
む
こ
と
だ
け
で
は
、
文
学
は
発

生
し
な
い
。
読
ん
だ
人
が
、
作
品
世
界
を
心
の
中
で
再
現
・
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
文
学
は
立
ち
現
れ
る
。

舌
耕
文
芸
な
ど
は
、
そ
の
良
い
例
と
言
え
よ
う
。

な
ら
ば
、
眼
前
に
書
物
が
無
く
と
も
、
我
々
の
心
の
中
に
文
学
は
存
在
す
る
。
風
景
を
見
た
と
き
、
音
を
聞
い
た
と
き
、

過
去
に
読
み
聞
き
し
た
作
品
が
心
の
中
に
姿
を
現
す
。
作
品
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
作
品
の
内
外
を
自
由
に
闊
歩
し
て
、

自
分
な
り
の
作
品
世
界
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
こ
の
時
点
で
作
品
は
文
学
に
な
る
と
考
え
る
。
言
語
（
文
字
・
音

声
）
が
描
く
世
界
や
主
人
公
が
、
人
の
心
の
中
で
息
づ
き
始
め
る
瞬
間
、
読
者
・
享
受
者
に
お
け
る
文
学
は
成
立
す
る
。
文

字
・
音
声
の
羅
列
は
文
学
で
は
な
い
。
言
語
が
言
語
と
い
う
道
具
の
立
場
を
逸
脱
し
て
、
生
き
生
き
と
し
た
人
や
風
景
を
あ

り
あ
り
と
出
現
さ
せ
る
の
は
、
読
者
の
心
の
中
で
の
作
業
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
文
学
は
出
現
す
る
。
風
景
を
見
て
も
、
歌
を
歌
っ
て
い
て
も
、
子
ど
も
と

遊
ん
で
い
て
も
、
祭
り
を
調
査
し
て
も
、
研
究
書
を
読
ん
で
も
、
眼
前
の
景
を
通
り
越
し
て
、
思
い
や
経
験
を
基
に
心
の
中

で
自
分
な
り
の
世
界
が
で
き
あ
が
る
。
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
の
新
た
な
文
学
が
創
作
さ
れ
る
。
そ
の
時
の
気
分
や
体
調

に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
極
め
て
恣
意
的
で
感
覚
的
な
世
界
。
そ
れ
が
文
学
を
読
む
と
い
う
分
野
で
は
、
当

た
り
前
の
行
為
と
な
る
。
お
そ
ら
く
他
の
学
問
で
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
文
学
分
野
で
許
さ
れ
る
の
は
、
文
学
が



2序

第
一
部　

風
土
記
に
旅
す
る

─
文
学
の
生
成

　
　
　
　
　
　
　
　

土
地
の
事
柄
を
言
葉
に
し
た
時
、
在
地
は
捉
え
変
え
さ
れ
て
、
実
態
と
は
異
な
る
風
土
が
生
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
典
型
例
が
「
歌
枕
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
後
世
の
歌
人
た
ち
は
参
考
書
と
し
て
風
土
記
を
集
め
た
。

「
美
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
非
科
学
性
は
文
学
の
特
権
で
あ
り
、
面
白
さ
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
自
由
で
無
限
大
の
〈
読
み
〉

が
許
容
さ
れ
る
。

文
学
の
楽
し
さ
は
、
心
の
中
で
発
生
し
た
世
界
を
自
由
に
旅
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
旅
を
す
る
試
み

で
あ
る
。

な
お
引
用
し
た
本
文
・
訓
読
文
は
、
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
風
土
記
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
日
本
霊
異
記
）、

小
学
館
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
旧
編
・
萬
葉
集
、
伊
勢
物
語
、
神
楽
歌
、
源
氏
物
語
、
俊
頼
髄
脳
、
新
古
今
和
歌
集
、
梁
塵
秘

抄
、
奥
の
細
道
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
旧
字
体
漢
字
は
新
字
体
漢
字
に
改
め
、
ま
た
論
述
上
必
要
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
私

に
改
め
た
。
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一　

播
磨
と
い
う
国
（
兵
庫
県
）

　
　

静
と
動

播
磨
は
穏
や
か
な
気
候
の
土
地
で
あ
る
。
同
じ
兵
庫
県
で
も
、
北
部
・
但た
じ
ま馬

の
よ
う
な
厳
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
瀬
戸
内

の
陽
気
さ
は
文
化
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
近
世
、
姫
路
に
優
美
に
し
て
勇
ま
し
い
白し
ら
さ
ぎ鷺
城
が
築
か
れ
る
の
も
、
播

磨
の
も
つ
豊
か
な
風
土
・
文
化
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

播
磨
は
都
の
優
雅
な
文
化
を
い
ち
早
く
吸
収
し
た
。
た
だ
し
、
関
西
文
化
圏
と
は
い
っ
て
も
、
京
・
大
和
と
は
多
少
様
相

が
異
な
る
。
都
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
都
の
文
化
に
完
全
に
は
同
化
し
な
い
何
か
が
、
こ
の
国
に
は
あ
る
。
例
え
ば
、

加か
と
う
し
東
市
社や
し
ろ
の
上か
み

鴨か
も
が
わ川
に
鎮
座
す
る
住
吉
神
社
で
は
、
謡
い
を
バ
ッ
ク
に
能
面
を
つ
け
た
演
じ
手
が
佇た
た
ず
む
だ
け
の
神
事
舞

が
伝
わ
る
。
時
々
、
足
を
回
す
所
作
を
す
る
も
の
の
、
演
じ
手
は
面
と
立
ち
姿
だ
け
で
表
現
す
る
。
能
の
原
型
と
も
言
わ
れ

る
舞
だ
が
、
洗
練
化
さ
れ
て
い
な
い
素
朴
な
舞
で
あ
る
。
静
な
る
神
々
の
世
を
思
わ
せ
る
。
お
そ
ら
く
、
近
接
す
る
丹
波
地

方
を
経
由
し
て
都
か
ら
入
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
舞
は
土
地
神
に
奉
納
す
る
も
の
で
、
人
間
の
享
楽
の
た
め
に
演
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
能
の
洗
練
さ
れ
た
所
作
は
、
神
の
所
作
へ
と
再
編
さ
れ
る
。
都
の
文
化
が
、
土
地
の
風
土
に
合
う
よ

う
な
形
に
作
り
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
、
播
磨
文
化
の
一
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

一
方
、
動
な
る
文
化
も
播
磨
に
は
あ
る
。
姫
路
市
白し
ら
は
ま浜
で
行
わ
れ
る
「
灘な
だ
の
け
ん
か
祭
り
」
は
、
京
風
の
豪
華
絢
爛
な

屋
台
を
使
用
し
つ
つ
も
、
屋や
た
い台
を
練
り
合
わ
せ
た
り
、
御み
こ
し輿
を
ぶ
つ
け
合
っ
た
り
と
い
う
、
勇
ま
し
さ
を
持
つ
。
港
町
の

気き
つ
ぷ風

の
良
さ
が
祭
り
を
彩
る
。
動
の
文
化
で
あ
る
。
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
神
が
喜
ぶ
と
さ
れ
、
そ
の
信
仰
形
態
に
古
代

第
一
章　
『
播
磨
国
風
土
記
』
─
在
地
の
ま
な
ざ
し
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磨
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播磨国風土記地図
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古
さ
と
新
し
さ　
　

播
磨
国
風
土
記
に
は
古
体
の
伝
承
が
残
る
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
よ
う
な
漢
文
潤
色
は
な
い
。

ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
体
裁
も
と
っ
て
い
な
い
。
素
朴
な
伝
承
が
多
い
。
例
え
ば
、
神
が
在い
ま

す

か
ら
神
の
名
に
よ
っ
て
地
名
を
付
け
た
、
と
い
う
地
名
起
源
が
あ
る
。
土
地
に
は
精
霊
が
い
て
、
そ
の
代
表
者
た
る
神
の
名

に
よ
っ
て
地
名
を
付
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
古
代
人
の
信
仰
理
解
が
窺
え
る
伝
承
と
い
え
る
。
記
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
、

風
土
記
特
有
の
話
型
（
神か
み
あ
り
が
た

在
型
）
で
あ
る
。
播
磨
国
風
土
記
に
は
こ
の
話
型
が
多
く
、
神
々
に
対
す
る
播
磨
人
の
敬け
い
け
ん虔

さ

が
窺
え
る
。
そ
の
よ
う
な
神
々
が
播
磨
を
巡
行
し
て
国
を
作
っ
た
。
開
発
の
歴
史
を
神
の
仕
業
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
天
皇
（
応
神
天
皇
等
）
の
巡
行
記
事
も
多
く
載
る
。
応
神
天
皇
が
播
磨
に
行
幸
し
た
歴
史
記
述
は
記
紀
に
は
見
ら

れ
な
い
。
神
の
伝
承
を
天
皇
に
置
き
換
え
て
作
り
替
え
ら
れ
た
記
事
と
説
く
研
究
者
が
い
る
。
し
か
し
播
磨
で
の
天
皇
は
神

と
も
異
な
る
。
播
磨
で
の
天
皇
は
、
神
の
巡
行
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
一
面
を
も
つ
も
の
の
、
神
と
は
異
な
る
姿
で
描
か
れ
る
。

時
に
は
失
敗
し
、
時
に
は
土
地
人
に
拒
否
さ
れ
る
。
播
磨
風
の
脚
色
が
な
さ
れ
て
い
る
。
古
伝
承
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
も
、

主
人
公
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
説
話
の
意
義
を
変
質
さ
せ
る
点
に
、
播
磨
の
風
土
が
反
映
し
て
い
る
。
多
様
な
文
化
が
入
り

交
じ
る
中
で
、
古
体
と
新
体
と
を
融
合
さ
せ
て
、『
播
磨
国
風
土
記
』
は
独
自
の
記
事
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
　

唯
一
の
写
本
・
三さ
ん
じ
よ
う条
西に
し
け家
本ぼ
ん

性
を
秘
め
る
。

静
と
動
の
二
面
性
、
そ
れ
は
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
潮
流
の
激
し
さ
と
凪
の
穏
や
か
さ
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も

見
え
る
。
播
磨
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
文
化
を
風
土
に
合
わ
せ
て
根
付
か
せ
て
き
た
。

　
　

交
流
す
る
人
と
物 

都
文
化
だ
け
で
は
な
い
。
周
辺
国
か
ら
、
そ
し
て
大
陸
か
ら
も
文
化
が
入
っ
て
き
た
。
強
大
な
勢
力
を
も
っ
た
吉
備
の
鉄

文
化
、
最
新
の
海
外
文
化
も
こ
の
国
を
通
っ
て
都
に
運
ば
れ
た
。『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
新し
ら
ぎ羅
・
百く
だ
ら済
・
漢か
ら
な
ど
か
ら

の
渡
来
人
が
多
く
登
場
す
る
。
古
代
の
中
央
播
磨
を
支
配
し
て
い
た
針は
り
ま
の間

国
く
に
の
み
や
つ
こ

造
の
本
拠
地
で
あ
る
枚
野
里
に
は
、
新し

ら羅

訓く
に

村む
ら

が
あ
っ
た
。
新
羅
の
国
人
が
朝
廷
に
参
上
す
る
際
、
こ
の
地
に
滞
在
し
た
こ
と
に
よ
る
と
風
土
記
は
記
す
。
現
在
で

も
姫
路
市
に
白し
ら
く
に国
の
地
名
が
残
る
。

播
磨
に
は
道
が
多
い
。
山
陽
道
は
大
道
で
、
駅う
ま
や家

に
は
瓦
葺
き
の
立
派
な
屋
舎
（
布ふ
せ
の勢

駅う
ま
や家

）
が
造
ら
れ
た
。
大
市
駅
家

か
ら
は
出
雲
道
が
分
岐
す
る
。
そ
の
北
方
に
は
東
西
を
結
ぶ
自
然
道
（
山
崎
断
層
。
現
在
、
中
国
自
動
車
道
が
通
る
）
が
走
る
。

南
北
道
に
は
川
沿
い
の
道
（
加
古
川
・
市
川
・
夢
前
川
・
揖
保
川
・
千
種
川
）
が
使
用
さ
れ
た
。
特
に
市
川
沿
い
の
道
は
、
但

馬
国
庁
に
通
じ
て
お
り
、
流
通
も
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
近
年
、
但
馬
道
と
呼
ば
れ
る
古
代
道
路
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
。

摂せ
つ
つ津

・
丹た
ん
ば波

・
吉き

び備
・
美み
ま
さ
か作

・
但
馬
に
隣
接
し
て
、
陸
路
で
出い
ず
も雲

・
伯ほ
う
き耆

さ
ら
に
九
州
と
結
ば
れ
、
海
路
で
淡
路
・
伊

予
・
阿
波
・
河
内
、
そ
し
て
外
国
と
も
交
流
し
た
。
東
の
摂
津
は
、
畿
内
（
都
の
文
化
圏
）
で
あ
る
。
都
へ
の
玄
関
と
し
て

播
磨
は
賑
わ
っ
た
。
様
々
な
文
化
が
播
磨
に
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
播
磨
風
に
改
良
さ
れ
た
。
そ
の
片
鱗
を
風
土
記
は
記
す
。
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そ
れ
に
し
て
も
欠
損
は
謎
と
想
像
と
を
生
む
。
風
土
記
は
、
中
央
に
提
出
さ
れ
た
後
も
そ
の
写
し
（
副
本
）
が
国
庁
で
大

切
に
保
管
さ
れ
る
。
ご
く
一
部
の
官
人
し
か
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
流
出
し
た
。
こ
の
こ

と
は
欠
損
本
で
あ
る
こ
と
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
平
安
朝
に
何
ら
か
の
事
情
で
副
本
を
書
写
し
た
時
、
書
写
後
に
未
精

撰
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
廃
棄
本
と
し
て
処
理
し
た
か
、
欠
損
本
で
あ
る
た
め
に
流
失
し
得
た
か
。
未
精
撰
本
が
平
安
朝

に
書
写
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
奇
跡
的
に
現
存
す
る
こ
と
は
、
欠
損
本
で
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
。

注（
1
） 

神じ
ん
ぐ
う功

皇
后
が
半
島
遠
征
か
ら
帰
る
途
中
、
萩
原
村
に
宿
泊
し
た
。
そ
の
と
き
一
夜
の
う
ち
に
萩
が
一
丈
程
（
約
三
ｍ
）
生
え

た
。
そ
こ
で
萩
原
の
里
と
名
付
け
て
、
井
戸
を
開
い
て
人
が
住
め
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
井
戸
を
針は
り
ま間
井い

と
い
う
（
揖
保

郡
・
萩
原
里
）。

（
2
） 

和
銅
六
（
七
一
三
）
年
当
時
の
国
司
で
、
上
司
に
は
巨こ
せ
の勢

朝あ
そ
ん臣

邑お
お
じ治

が
い
た
。
ミ
ヤ
ケ
の
経
営
・
管
理
の
功
績
で
顕
彰
さ
れ

た
能
吏
。
ま
た
万
葉
歌
人
で
文
雅
の
人
で
も
あ
っ
た
。
楽
浪
河
内
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
統
一
作
業
と
深
く
関
わ
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
の
写
本
は
、
現
在
、
三
条
西
家
本
一
本
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
巻
頭
部
が
損
失
し
て
い
る
。

誰
か
が
故
意
に
破
い
た
よ
う
な
無
惨
な
傷
跡
が
あ
る
。
見
る
者
の
心
も
痛
む
。
現
存
本
に
は
見
ら
れ
な
い
逸
文
記
事
（
他
書

に
引
用
さ
れ
た
記
事
）
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
欠
損
部
に
は
、
播
磨
国
全
体
を
纏
め
た
総
記
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
、
播
磨
国
の
起
源
が
書
か
れ
て
い
た
か
。
ハ
リ
マ
の
地
名
起
源
と
し
て
は
、
井
戸
を
闢は

る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ

た
と
い
う
記
事
）
1
（

（
揖
保
郡
・
萩
原
里
）
が
現
存
本
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
萩
原
里
の
地
名
起
源
記
事
の
途
中
に
記
さ
れ
る
も

の
で
、
播
磨
国
の
起
源
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
総
記
記
事
と
は
言
い
難
い
。
総
記
は
、
や
は
り
謎
で
あ
る
。

三
条
西
家
本
は
、
不
統
一
な
書
式
で
書
か
れ
る
。
地
名
起
源
の
冒
頭
も
「
○
○
と
な
づ
く
る
ゆ
え
は
」
と
あ
っ
た
り
、

「
右
、
○
○
と
い
う
ゆ
え
は
」
と
あ
っ
た
り
、
郡
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
な
状
態
に
あ
る
。
郡
司
が
郡
ご
と
に
提
出
し
た
資
料

を
基
に
し
た
本
、
即
ち
国
庁
で
国
司
が
書
式
統
一
す
る
前
の
段
階
の
も
の
が
流
出
し
て
転
写
さ
れ
た
写
本
と
さ
れ
る
。
だ
が

一
部
な
が
ら
書
式
統
一
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
完
成
す
る
一
歩
手
前
の
未
精
撰
本
と
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
欠

損
以
前
の
三
条
西
家
本
に
総
記
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
俄
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
伝
本
の
状
態
は
良
く
な
い
。
し
か
し
、
嘆
く
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
他
国
風
土
記
の
写
本
が
近
世
書
写
本

ば
か
り
で
あ
る
中
、
三
条
西
家
本
の
書
写
時
期
は
唯
一
平
安
朝
と
鑑
定
さ
れ
て
い
る
。
現
存
風
土
記
の
中
で
一
番
古
い
写
本

で
あ
る
。
し
か
も
用
字
等
の
検
討
か
ら
、
風
土
記
撰
進
の
官
命
（
和
銅
六
（
七
一
三
）
年
五
月
）
か
ら
ほ
ど
近
い
時
期
に
書

か
れ
た
内
容
を
伝
え
る
本
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
和
銅
風
土
記
の
状
態
が
分
か
る
写
本
な
の
で
あ
る
。
未
精
撰
と
い
う
こ
と
を

逆
手
に
と
れ
ば
、
編
纂
過
程
が
窺
え
る
写
本
と
も
言
え
る
。
郡
司
が
集
め
た
素
朴
な
伝
承
と
、
そ
れ
に
国
司
（
楽さ
ざ
な
み
の
こ
う
ち

浪
河
内

で
）
2
（

あ
ろ
う
）
が
加
筆
し
た
追
補
記
事
と
が
混
在
す
る
。
風
土
記
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
上
が
っ
た
か
が
わ
か
る
写
本
な
の

で
あ
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
に
、
前
述
の
よ
う
な
古
体
と
新
体
が
残
る
の
は
、
写
本
の
状
態
と
も
関
わ
る
。


