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書　
　

評　

松
本
直
樹
著
『
出
雲
国
風
土
記
注
釈
』

青　

木　

周　

平

　

研
究
者
は
、
生
涯
に
一
度
は
注
釈
書
を
作
り
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

私
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
松
本
氏
も
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
、「
研
究
者

人
生
の
終
わ
り
ま
で
に
大
き
な
注
釈
書
を
一
冊
書
き
た
い
と
、
い
つ
の
頃
か

ら
か
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。」
と
述
懐
す
る
。
そ
の
「
大
き
な
注
釈
書
」
を
、

四
十
代
半
ば
の
若
さ
で
纏
め
ら
れ
た
力
量
は
、
尋
常
な
も
の
で
は
な
い
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
注
釈
を
作
る
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
作
品
に
対
す
る
一

貫
し
た
高
い
水
準
の
読
み
が
要
求
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
諸
本
校
合
や
訓
読
を

通
し
た
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ら
の
点
が
ク
リ
ア
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
き
る
だ
け
具
体
例
を
挙
げ

つ
つ
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
で
あ
る
が
、
大
き
く
「
注
釈
篇
」
と
「
研
究
篇
」、
そ

し
て
「
付
録
」
か
ら
成
る
。
本
書
を
紐
解
い
て
最
初
に
目
に
付
く
の
が
、「
付

録
」
の
充
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
「
地
名
遺
称
地
一
覧
」「
神
社
一
覧
」

は
と
て
も
便
利
で
あ
り
、
と
く
に
「
動
植
物
一
覧
」
は
労
作
と
い
っ
て
も
よ

い
。
動
植
物
の
記
載
の
多
さ
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、

写
本
の
字
体
の
判
断
や
訓
読
に
お
い
て
、
迷
う
ケ
ー
ス
も
多
い
。
和
名
抄
、

新
撰
字
鏡
、
類
聚
名
義
抄
や
延
喜
式
典
薬
寮
の
記
事
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
訓

読
や
意
味
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
出
典
を
明
記
し
て
あ
る

の
も
あ
り
が
た
い
。
ま
た
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
注
釈
」
は
「
付
録
」
の
レ
ベ

ル
を
超
え
た
力
作
で
あ
り
、
そ
の
注
の
詳
細
さ
は
、
風
土
記
の
注
を
上
回
る

も
の
が
あ
る
。
本
書
に
か
け
る
著
者
の
意
気
込
み
と
自
信
が
十
分
う
か
が
わ

れ
る
。

　

次
に
「
研
究
篇
」
を
み
る
。
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
あ
る
が
、
風
土
記

に
深
く
関
わ
る
の
は
、
第
一
章
「『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
神
話
」」
と
第
二

章
「
出
雲
郡
健
部
郷
条
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
そ
の
風
土
記
観
を
端
的
に
示

す
一
文
を
挙
げ
て
み
る
。

許
容
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
線
で
「
記
紀
神
話
」
の
内
容
を
認
め
た
り
、

或
い
は
、
ま
る
ご
と
「
記
紀
神
話
」
を
黙
認
し
な
が
ら
、「
記
紀
神
話
」

の
権
威
を
保
ち
、
そ
の
権
威
に
頼
る
こ
と
で
、「
出
雲
国
風
土
記
神
話
」

の
全
体
が
説
得
力
を
確
保
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
四
二

三
頁
）

第
一
章
に
「「
記
紀
神
話
」
の
享
受
」
と
副
題
を
付
け
た
理
由
も
右
か
ら
明

確
で
あ
る
が
、
第
二
章
で
は
、「
記
紀
の
享
受
」
に
広
げ
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

中
央
の
神
話
伝
説
は
、
地
方
の
神
の
信
仰
や
神
話
の
力
を
利
用
し
な
が

ら
、
天
皇
に
よ
る
天
下
統
治
を
正
当
化
す
べ
く
時
間
軸
に
沿
う
形
で
体

系
化
さ
れ
た
。
一
方
、「
風
土
記
」
も
、
記
紀
の
権
威
を
借
り
な
が
ら
、

地
方
独
自
の
「
神
話
」「
歴
史
」
の
再
編
を
試
み
た
。（
四
四
四
頁
）

風
土
記
が
記
紀
を
享
受
し
た
か
ど
う
か
は
、
大
問
題
で
あ
る
。
著
者
の
右
の

見
方
は
、
前
著
『
古
事
記
神
話
論
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年
十
月
刊
）
の
神
話

観
の
延
長
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
品
論
と
し
て
そ
れ
な
り
の
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説
得
力
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
論
が
「
一
貫
し
た
高
い
水
準
の
読
み
」
の
保
証

と
し
て
用
意
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
記
紀
の
直
接
的

な
影
響
が
明
確
に
指
摘
で
き
る
箇
所
は
、
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
少
な

い
。
ま
だ
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
問
題
で
あ
る
。

　

以
下
、「
注
釈
篇
」
に
絞
っ
て
、
そ
の
考
察
を
辿
っ
て
み
た
い
。「
注
釈
篇
」

の
構
成
は
、
最
初
に
校
訂
本
文
を
挙
げ
、〔
校
異
〕〔
訓
読
文
〕〔
注
釈
〕〔
現

代
語
訳
〕〔
考
察
〕
と
な
る
。
そ
の
手
順
は
理
に
適
っ
て
お
り
、
ス
ム
ー
ズ

に
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
部
を
例
に
と
っ
て
検
討
し
て
み
る
。

　

ま
ず
本
文
を
、「
國
之
大
體
、
首
震
尾
坤
、
東
南
山
、
西
北
属
海
。」
と
定

め
る
。
著
者
は
「
凡
例
」
に
お
い
て
、
底
本
を
細
川
家
本
と
し
、
倉
野
本
、

日
御
碕
本
、
万
葉
緯
本
、
出
雲
国
風
土
記
抄
と
校
合
し
た
と
あ
る
。
そ
の
諸

本
間
の
異
同
の
指
摘
は
、
底
本
の
文
字
に
問
題
が
あ
る
場
合
を
主
と
し
て
取

り
上
げ
る
と
い
う
。
こ
の
校
訂
態
度
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
現
状
に
お
い

て
最
善
本
は
細
川
家
本
で
あ
り
、
そ
の
用
字
を
重
視
す
る
の
は
当
然
と
い
っ

て
よ
い
。
た
だ
そ
の
最
善
本
も
近
世
を
遡
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

に
、
風
土
記
校
訂
作
業
の
難
し
さ
が
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
出
雲
の
場
合

は
、
他
の
風
土
記
と
違
い
、
系
統
の
異
な
る
写
本
群
を
も
つ
。
加
藤
義
成
氏

は
そ
の
二
群
を
再
脱
落
本
（
甲
類
）、
補
訂
本
（
丙
類
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
私

は
中
央
系
、
出
雲
系
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
。
前
者
が
江
戸
幕
府
に
よ
る
風

土
記
収
集
事
業
に
関
わ
る
諸
本
で
あ
り
、
後
者
は
、
主
に
松
江
藩
や
出
雲
在

住
の
国
学
者
た
ち
の
仕
事
に
よ
る
諸
本
で
あ
る
。
こ
の
二
系
を
ど
う
扱
う
か

で
校
訂
本
文
に
は
か
な
り
の
違
い
が
で
る
。
著
者
は
、
諸
本
と
し
て
は
、
明

ら
か
に
前
者
に
比
重
を
置
き
、
後
者
は
注
釈
書
と
し
て
主
に
用
い
る
。
本
文

が
後
者
と
同
一
の
場
合
は
「
文
意
に
よ
り
改
め
る
。」
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
し
か
し
、
特
に
後
者
の
出
雲
国
風
土
記
抄
は
、
前
者
に
も
比
す
べ
き
書

写
年
次
を
も
つ
写
本
で
あ
り
、
評
者
は
対
校
本
と
し
て
重
視
す
る
立
場
を
と

る
。
こ
れ
は
前
田
本
『
釈
日
本
紀
』
の
本
文
と
の
校
合
結
果
を
踏
ま
え
て
の

立
場
で
あ
る
が
、
著
者
と
は
少
し
ス
タ
ン
ス
が
違
う
。
冒
頭
部
の
本
文
に
話

を
戻
す
。
著
者
は
諸
本
一
致
し
た
「
東
南
宮
北
属
海
」
の
「
宮
」
を
、「
山
西
」

の
「
草
書
体
で
の
誤
字
」
と
認
め
、「
東
と
南
は
山
に
し
て
、
西
と
北
と
は

海
に
属
く
。」
と
訓
読
す
る
。
こ
の
誤
字
説
は
最
近
の
テ
キ
ス
ト
類
が
多
く

採
る
説
で
も
あ
る
。
著
者
の
自
説
は
、〔
注
釈
〕
の
「
首
震
尾
坤
」
の
部
分

に
あ
る
。

東
を
首
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
の
出
る
方
角
を
基
本
と
し
た
古

代
人
的
思
考
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
正
格
漢
文
で
国
の
大
略
や

編
纂
方
針
を
表
明
す
る
序
文
と
し
て
の
性
格
と
古
代
人
的
思
考
と
の
間

に
は
距
離
を
感
じ
る
。
ま
た
、
東
が
都
か
ら
の
入
口
で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
郡
の
記
載
順
序
も
山
陰
道
に
沿

う
形
に
な
っ
て
い
る
方
が
相
応
し
い
が
、
実
際
の
記
載
順
序
は
東
部
の

意
宇
郡
か
ら
始
ま
り
島
根
半
島
を
西
へ
進
み
、
さ
ら
に
内
陸
部
を
西
か

ら
東
へ
戻
り
、
ほ
ぼ
中
央
の
大
原
郡
で
終
わ
っ
て
い
る
。
国
府
の
あ
る

意
宇
郡
が
最
も
東
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な

い
か
。（
三
一
頁
）

右
は
諸
説
を
検
討
し
た
上
で
提
出
さ
れ
た
自
説
で
あ
り
、
一
つ
の
見
識
を
示

し
て
い
る
。
も
う
一
つ
、
著
者
の
説
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
、「
楯
縫
郡
」

起
源
記
事
の
〔
訓
読
文
〕
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

楯
縫
と
号
く
る
所
以
は
、
神
魂
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
「
吾
が
十
足
る
天
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の
日
栖
の
宮
の
縦
横
の
御
量
は
、
千
尋
の
栲
紲
持
ち
て
、
百
八
十
結
び

結
び
下
げ
て
、
此
の
天
の
御
量
を
持
ち
て
、
所
造
天
下
大
神
の
宮
造
り

奉
ら
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
御
子
天
御
鳥
命
を
、
楯
部
と
為
て
、
天

下
し
給
ひ
き
。
尓
の
時
、
退
り
下
り
来
坐
し
て
、
大
神
の
宮
の
御
装
の

楯
造
り
始
め
給
ひ
し
所
是
な
り
。
仍
り
て
今
に
至
る
ま
で
、
楯
桙
造
り

て
、
皇
神
等
に
奉
り
出
づ
。
故
、
楯
縫
と
云
ふ
。（
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
）

右
の
用
字
の
う
ち
、
傍
線
を
付
し
た
「
縦
」「
量
」
は
、
出
雲
系
の
用
字
で

あ
る
。
文
意
に
よ
り
改
め
る
、
と
あ
る
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
出
雲
国

風
土
記
抄
な
ど
を
校
訂
対
象
と
し
て
重
視
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も

う
一
つ
傍
線
を
付
し
た
「
下
」
は
、
底
本
（
中
央
系
）
の
用
字
で
あ
る
。
出

雲
国
風
土
記
抄
に
は
「
降
」
と
あ
り
、
前
田
本
『
釈
日
本
紀
』
に
も
「
降
」

と
あ
る
。『
釈
日
本
紀
』
の
引
用
文
は
、
近
世
を
遡
る
唯
一
の
本
文
で
あ
る
。

ま
た
、
他
の
「
下
」
の
使
用
例
を
考
え
て
も
、
こ
こ
は
「
天
降
し
給
ひ
き
。」

の
方
が
よ
い
。
他
の
訓
読
は
概
ね
認
め
ら
れ
る
。
著
者
の
説
の
特
徴
は
〔
注

釈
〕
に
よ
く
う
か
が
え
る
。「
十
足
る
」
が
古
事
記
に
あ
り
、「
天
の
日
栖
の

宮
」
が
日
本
書
紀
第
九
段
一
書
第
二
に
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
記
紀
神
話

の
影
響
を
認
め
る
。
特
に
「
皇
神
」
を
「
記
紀
神
話
と
の
や
り
と
り
が
認
め

ら
れ
る
当
該
条
の
文
脈
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
解
す
る
の
は
、

説
得
力
が
あ
る
。
当
該
条
が
日
本
書
紀
第
九
段
一
書
第
二
と
無
関
係
で
な
い

こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
紀
が
当
該
条
の
資
料
と

な
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
立
論
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
著
者
の
説
の
特

徴
は
、
記
紀
と
の
関
係
を
「
記
紀
の
享
受
」
と
一
方
的
関
係
で
捉
え
直
し
た

点
に
あ
る
。「
高
皇
産
霊
尊
」（
紀
一
書
第
二
）
を
「
神
魂
命
」（
当
該
条
）
に

変
え
た
の
は
、
出
雲
国
造
側
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
立
場
は

古
事
記
に
よ
り
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
考
え
は
〔
考
察
〕
の
項
で

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

当
該
条
の
伝
承
は
、
紀
一
書
の
国
譲
り
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
記
に
た

よ
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
壮
大
な
宮
殿
の
由
緒
を
天
上
界
に
求
め
、
ま
た

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
は
な
く
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
指
令
神
と
し
た
と
こ
ろ
に
成

り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
記
紀
と
い
う
大
和
王
権
側
の
二
つ

の
史
書
の
相
違
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
権
威
を
主

張
し
よ
う
と
い
う
当
国
風
土
記
の
構
想
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
だ

ろ
う
。
な
お
、
こ
の
こ
と
研
究
篇
の
論
考
に
お
い
て
も
述
べ
る
こ
と
に

す
る
。（
一
九
七
頁
）

こ
こ
に
至
っ
て
、「
注
釈
篇
」
と
「
研
究
篇
」
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い

て
い
る
所
以
を
知
る
。
こ
の
一
貫
し
た
読
み
が
、
本
書
の
価
値
を
高
め
て
い

る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。
こ
の
評
文
で
は
二
箇
所
し
か
具
体
的
に
は
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
同
前
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、

付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
風
土
記
関
係
の
み
な
ら
ず
、
記

紀
や
歴
史
研
究
の
成
果
を
幅
広
く
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
諸

説
へ
の
配
慮
が
本
書
へ
の
信
頼
性
を
高
め
て
い
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た

い
。

　

私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
こ
し
ば
ら
く
学
界
時
評
（
上
代
）

を
担
当
し
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
風
土
記

研
究
へ
の
注
目
度
の
高
さ
で
あ
り
、
研
究
者
人
口
の
少
な
さ
に
比
し
て
、
近

年
の
ブ
ー
ム
と
も
い
う
べ
き
活
況
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と

思
う
。
そ
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
が
風
土
記
研
究
会
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
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を
ま
と
め
た
『
風
土
記
研
究
』
の
最
新
号
（
32
号
）
に
、
松
本
氏
は
「
巡
行

す
る
神
に
つ
い
て
│
出
雲
国
風
土
記
を
中
心
に
│
」
と
題
す
る
論
を
発
表
し

て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
そ
の
ブ
ー
ム
は
続
き
そ
う
で
あ
る
。
文
学
研
究
の
学
際

化
・
国
際
化
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
風
土
記
研
究
は
、
意
識
し
な
く
と
も

作
品
そ
の
も
の
が
そ
の
よ
う
な
視
点
を
要
求
し
て
い
る
。
今
と
い
う
時
代
性

に
合
う
と
い
う
こ
と
は
、
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の

中
で
、
本
書
は
間
違
い
な
く
研
究
史
に
残
る
仕
事
と
し
て
の
評
価
を
得
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
研
究
史
上
の
転
換
点
」（
あ
と
が
き
）
と
な
る
か
は
、
も

う
す
こ
し
見
守
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
二
〇
〇
七
年
一
一
月　

新
典
社　

Ａ
５
判　

六
〇
七
頁　

税
込
一
七
八
五
〇
円
）

新　

刊　

紹　

介

堀
切　

実
著

『『
お
く
の
ほ
そ
道
』
時
空
間
の
夢
』

　

本
書
は
『『
お
く
の
ほ
そ
道
』
解
釈
事
典
│
諸

説
一
覧
│
』
の
編
者
に
よ
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

を
日
本
文
化
論
の
視
点
で
論
じ
た
論
集
で
あ
る
。

過
去
二
十
年
間
の
論
考
を
増
補
・
改
稿
し
て
編
纂

し
た
も
の
だ
が
、
従
来
の
日
本
文
学
研
究
法
の
枠

組
み
を
取
り
払
い
、
他
分
野
の
論
説
を
次
々
に
採

り
入
れ
、
他
分
野
の
作
品
を
比
較
の
対
照
に
し

て
、
論
を
進
め
て
い
る
。

　

第
一
部　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
日
本
文
化
論
、

に
お
い
て
①
漂
泊
へ
の
賛
美
は
万
人
共
通
の
普
遍

的
時
空
意
識
を
示
す
、
②
こ
の
短
詩
型
的
紀
行
文

学
の
示
す
文
学
空
間
を
読
者
が
想
像
力
を
発
揮
し

て
再
創
造
す
る
、
③
〝
意
味
の
焦
点
〞
の
移
動
に

よ
る
構
成
法
が
同
作
品
の
特
色
で
あ
る
、
と
述

べ
、
第
二
部　

比
較
文
化
論
の
視
点
か
ら
、
に
お

い
て
①
西
欧
の
旅
行
記
と
の
比
較
、
②
漂
泊
の
型

に
よ
る
比
較
、
③
表
象
文
化
と
の
比
較
を
行
っ
て

い
る
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
日
本
人
の
精
神
の
基
本

的
姿
勢
に
か
か
わ
る
言
語
空
間
で
あ
る
、
と
の
認

識
に
立
つ
こ
の
意
欲
的
な
試
み
を
、
日
本
文
学
研

究
の
新
し
い
方
法
論
と
し
て
、
若
き
研
究
者
達
に

勧
め
た
い
。

（
二
〇
〇
八
年
五
月　

角
川
学
芸
出
版　

四
六
判　

二
三
三
頁　

税
込
二
七
三
〇
円
） 

〔
大
城
悦
子
〕

谷
脇
理
史
訳
注

『
新
版　

好
色
五
人
女
』

　

新
版
か
ら
現
代
語
訳
が
先
に
載
る
よ
う
に
な
っ

た
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
だ
が
、
本
書
は
是
非
原
文

の
方
か
ら
目
を
通
し
て
も
ら
い
た
い
。
先
行
研
究

を
重
ん
じ
た
丁
寧
な
註
釈
の
も
と
、
西
鶴
独
特
の

言
葉
遣
い
に
ま
ず
舌
を
巻
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ

ら
に
そ
の
内
容
の
斬
新
さ
に
も
、
読
者
の
方
々
は

目
を
見
張
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
「
恋
」
な
ど

と
い
う
言
葉
で
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
己
の
プ
ラ
イ
ド
を
か
け

て
一
心
不
乱
に
生
き
遂
げ
た
女
た
ち
の
物
語
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
読
者
は
そ
ん
な
女
性
た
ち
に
対

し
て
少
し
も
手
加
減
を
加
え
る
こ
と
な
く
冷
や
や

か
に
客
観
視
す
る
作
者
西
鶴
の
冷
酷
な
ま
で
の
筆

遣
い
に
背
筋
を
凍
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
洒
脱
で

軽
妙
な
文
体
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
冷

徹
な
視
線
に
、
西
鶴
と
い
う
文
学
者
の
一
面
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古

文
が
苦
手
と
い
う
方
も
、
あ
ら
す
じ
付
き
の
現
代

語
訳
で
十
分
お
楽
し
み
頂
け
る
。
初
心
者
に
も
西

鶴
を
読
み
深
め
た
い
と
い
う
方
に
も
お
す
す
め
の

一
冊
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
八
年
六
月　

角
川
学
芸
出
版　

文
庫
判　

三
一
五
頁　

税
込
八
六
〇
円
） 

〔
木
村
迪
子
〕


