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紹

介中
野
三
敏
著

「近

世

新

崎

人

伝
」

白

石

良

夫

出
版
界

で
は

"江
戸
時
代
ブ
ー
ム
"
だ
そ
う
で
あ

る
。
確
か
に
、
書
店

の
棚

を
見
渡
し

て
み
る
と
、

ブ
ー

ム
と
呼

ん
で

さ
し

つ
か
え
な

い
盛
況
で

あ

る
。

「
江
戸

シ
リ
ー
ズ
」
と
銘
う

っ
た
叢
書

の

一
巻
と
し
て
出
さ
れ
た
本
書
も
、
或

い
は
こ
の
ブ
ー

ム
に

一
役

買

っ
て

い
る
こ
と

に
な
る
だ

ろ
う
。
が
、
ブ

ー
ム
の

中

で
市
場

に
氾
濫
す
る
も

の
の
う
ち
か
ら
、

テ
レ
ビ
の
大
河
ド

ラ
マ
に
便
乗
し

た
類
い
や
、
本
書

の
著
者

の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、

「
著
者

の
志
の
み
溢
れ

に
溢

れ
て
、
対
象
を
縦
横
無
尽

に
ひ
き
ず
り
ま
わ
す
よ
う
な
勇
ま
し

い
」
態

の
も

の

を
除
く
と
、
事
実
の
重
み
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
る
、
堅
実

で
地
味

な
著
作
は

い

か
ほ
ど
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
尤
も
、
ブ

ー
ム
と
は
そ
も

そ
も

そ
ん
な
も

の
か
も

し
れ
な
い
が
。

さ
て
、
本
書
、

一
般
読
書
子
好

み
の
書
名

で
あ
る
が
、

「
崎
人
」
と

い
う
文

字

に
の
み
釣
ら
れ
て
本
書
を
読
む
と
す
れ
ば
、
ま
ず
失
望
す
る
こ
と
う
け
あ

い

で
あ
る
。
現

に
、
私
の
知
人

(日
本
文
学
と
は
エ
ン
も
ユ
カ
リ
も
な
い
人
)
に
も
、
書
名

で
本
書
を
購
入
し
、
数

ペ
ー
ジ

の
精
読

の
の
ち
書
斎

の
隅

に
ツ
ン
ド
ク
結
果

に

な

っ
た
人
が

い
る
。
彼

の
言
い
分

は
、

や
た
ら
知
ら
な

い
人
名

や
書
名
が
出
て

き
て
、
し
か
も
引
用
文

が
多
く
、
客

観
的
事
実
し
か
書

い
て
い
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
、

と
い
う

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
テ
の
読
者

に
は
、
著
者

の
次

の
言
葉
が

そ
の
ま
ま
答
と
な
る
だ
ろ
う
。

又
、

こ
れ
が
本
書

の
本
書
た
る
と

こ

ろ

で

あ

り
、
著
者

の
研
究
者
と
し
て
の
生
き
方
を
語

っ
て
も

い
る

で
あ
ろ
う
。

元
来
が
具
体
的
な
事
実
の
み
を
記
し
て
、

そ
れ

に
関
す
る
筆
者

の
解
釈
は

出
来
る
だ
け
控
え
る

こ
と
を
筆
法
と
し
た

つ
も
り
な
の
で
、
(中略
)
あ
る

い

は
、

い
た
ず
ら

に
事
項
の
多
き
を
誇

ら
ん
と
す
る
玩
物
喪
志

の
仕
業

か
と

の
そ
し
り
に
も
甘
ん
じ
よ
う
。
著
者

の
志
の
み
溢
れ
に
溢
れ

て
、
対

象
を

縦
横
無
尽

に
ひ
き
ず
り
ま
わ
す
よ
う
な
勇

ま
し

い
人
物
伝

の
氾
濫
は
、

い

さ
さ
か
食
傷
気
味

で
あ
る
。

玩
ぷ
べ
き
あ

ま
り

に
多

く
の
も

の
が
あ
る
の

に
目
を
ふ
さ
い
で
、
志

の
み
ふ
り
ま
わ
す
の
は
玩
志
喪
物
。
か
え

っ
て
始

末
が
悪
か
ろ
う
。
む
し
ろ
玩
物
喪
志
を
も

っ
て
わ
が
志
と
し
た

い
。

(本
書

「
は
じ
め
に
」
)

逆
説
的
な
言

い
方

で
あ
る
が
、
伝
記

(に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
)
研
究

に
と

っ
て

不
可
欠

の
要
素
が
具
体
的
事
実

で
あ
る

こ
と
は
当
然
す
ぎ
る
く
ら

い
当
然

で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
著
者
の
右

の
言
は
、

必
ず
し
も
開
き
直
り
と
ば
か
り
は

言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

研
究
と

い
う
の
は
犯
罪
捜
査
の
よ
う
な
も
の
で
、
証
拠
が
多
く
揃
え
ば
揃

う

ほ
ど
、
捜
査
官

の
推
理
す
る
余
地
が
少
な
く
な

る
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
正
確
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に
犯
人
の
割
り
出
し
が
で
き
る

の
で
あ

る
。
そ

の
証
拠
を
集
め
る

こ
と
、

そ
し

て
証
拠

の
確
実
性

・
信

愚
性
を
見
極
め
る
こ
と

に
捜
査
官
は
努
力

を
払

う
の
で

あ
る
。
先
入
観
や
曖
昧
な
証
拠

で
も

っ
て
犯
人
を
断
定
す
る
と
す
れ
ば
、
善
良

な
市

民
に
無
実

の
罪
を
被
せ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
そ
れ
が
真
犯

人

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
裁
判

で
の
勝
ち
目
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

時
代
を
超
え
現
代

に
ま
で
生
き
延
び

た
も

の
を
天
才
と
呼
ぶ
な
ら
、
当
然

の

こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
我

々
は
こ
れ
ら
天
才

た
ち

に
の
み
目
が
行
き

が

ち

で

あ

る
。
し
か
し
、
天
才
と
い
え
ど
も
時
代

の
子

で
あ
り
、

二
流

三
流

あ

っ
て
の
天

才
で
あ
る
。
天
才
が
時
代
を
跳
び
超
え
た
普
遍
的

な
存
在
な
ら
ば
、

マ
イ
ナ
ー

の
存
在

こ
そ
が
そ
の
時
代

の
諸
相
を
よ
り
端
的

に
具
現
し

て
い
る
の
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。

マ
イ
ナ
ー
に
灯
を
あ
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
今
ま

で
我
々
に
は
見

え
な
か

っ
た
、
時
代

に
生
き
た
天
才
の
姿
と

い
う
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は

な

い
か
と
思
う
。

本
書

に
登
場
す
る
五
人
、
著
者

が

「
従
来
そ

の
詳
伝
を
欠
く
人
の
み
を
選
ん

だ
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、決
し
て
天
才

と
は
言

い
難

い
人
た
ち

で
あ
る
。
い
わ

ば

"文
学
史

の
空
白
"
に
咲

い
た
花
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
ら

「
崎
人
」
と
呼

ば
る
べ
き
文
人
た
ち
の
存
在

に
こ
そ
、
近
世
中
期
と

い
う
時
代
相
が
如
実

に
反

映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
秋
成
や
蕪
村

の
如
き
天
才
も
、

こ
う

い
う
土

壌
に
生

れ
育

っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
が
常
々
、
文
学
史

の
空
白
を
埋
め
る

こ
と
の
重
要

性
を
口
に
さ
れ
、
精
力
的

に
そ
れ
を
実

践
し
て
い
る

こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
著
者

に
は
、

「
寓
言
論

の
展
開
」
(
例
凋
傭
込
調
戊
群
幽
姻
五
)
な

る

秋
成

研
究

の
好
論
文
が
あ

る
が
、
そ
れ
も
文
学
史

の
空
白
を
埋
め
る
作
業

に
よ

っ
て
し
か
生
れ
得
な

い
も

の
で
あ
る

こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
著
者

の
仕
事
が

い

た
ず
ら
に
天
才

の
周
辺
の
み
を
俳
徊
す
る
も

の
で
な

い
こ
と

の
証
明

に
な
る
で

あ
ろ
う
。

つ
ま
ら
ぬ
こ
と
ば
か
り
述

べ
て
き
た
が
、
こ
の
辺
で
各
篇

の
内
容

の
紹
介

に

移

ろ
う
。

「
自
堕
落
先
生
」

著
者
自

身
も
資
料
不
足
を
嘆
か
れ
る
よ
う
に
、
今
日

の

文
学
史

で
は
全
く
忘
れ
去

ら
れ
た
存
在

で
あ
る
。

が
、
金
鶏

・
焉
馬

・
馬
琴

・

春
水
ら
、
寛
政
以
後

の
所
謂
後
期
戯
作
者
た
ち

に
よ

っ
て
江
戸
戯

作

の
祖

と

崇
め
ら
れ
、
先
生
を

モ
デ
ル
に
し
た
黄
表
紙
ま
で
出
現
す
る
ほ
ど

の
売
れ

っ
子

だ

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
、
有
名

に
し

て
無
名

の
文
人

の
生

涯
と
思
想
と
を
、

少
な

い
資
料
と
は
い
い
な
が
ら
、
著
者
は
鮮
か
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
自

ら

の
洋
り

の
死
を
演
出
し
、
南

畝
を
し

て

「今

の
世

に
あ
た
り
、

か
か
る
風
流
快

活
を
な
す
事
を
見
ず
」
と
言
わ
し
め
た
自
堕
落
先
生

の
崎
人
ぷ

り

を
、

著

者

は
、

「
死
」
か
ら
の
鱈
晦
と
見
、

そ
の
背
景
に
老
荘

の
影
響
を
考
え

る
の
で
あ

る
。
本
書

で
は
さ
り
げ
な

い
書
き

ぶ
り

で
あ
る
が
、
当
時
の
学
芸
界

に
お
け
る

老
荘
思
想

の
流
行
と
江
戸
戯
作
発
生

に
果
し
た
役
割
と

に
つ
い
て
は
、
著
者

の

「
談
義
本
研
究

(
一
)
」

(一宅

攻
騨
靭
塑

3
)

で
詳
細

に
論
じ
ら
れ

て
お
り
、

自
堕
落
先
生

の
思
想
や
文
業

も
、

そ
う

い

っ
た
時
代

の
産
物

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

「
井
上
蘭

毫
」

冒
頭
に

『
近
聞
寓
筆
」
か
ら
、
蘭
皇

の
人
柄
を
示
す
文
章

を

ま
ず
紹
介
し
、
著
者

の

"
文
人
観

θ
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
足
跡
を
あ
ら
ま
し
鳥

鰍
す
る

に
、

あ

る
い
は
猫
介
、

あ

る
い
は

居

傲
、
あ
る

い
は
放
蕩
、
あ
る
い
は
奇
矯
、

い
ず
れ

に
し
ろ
そ
の
存
在
は
、

現
代
な
ら
精
神
病
理
学

、
精
神
分
析
学
の
恰
好

の
材
料
と
な
る
べ
き
人
物

が
大
半
を
占

め
る
こ
と
は
ま
ず
間
違

い
な
い
。
む
ろ
ん
、

そ
れ
ゆ
え

に
こ

そ
人
間
と
し
て
の
面
白
さ
も
滲
み
出
し
て
も
こ
よ
う
。
し
か
し
、
し
ば
ら

く

そ
れ
ら

の
文
人
群
像

に
関

わ

っ
て
、
そ
の
生
涯
な
り
思
想
な
り

に
注
目

し
続
け
る
と
、

そ
の
大
半
が
何

が
し
か
す
で
に
作
ら
れ
た
文
人

の
概
念
を
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自
己
心
中

に
包
蔵
し
て
、

さ
て
お

の
れ
の
生
活
な
り
思
想
な
り
を
無
理
に

も
そ
れ
に
合
せ
、
鉦
や
太
鼓

で
文
人
ぷ
り
を
喧
伝
し
よ
う
と

い
う
営
み
が

感
じ
ら
れ

て
、

い
さ
さ
か
ゲ
ン
ナ
リ
と
し
て
く
る

こ
と
が
多

い
。
文
人
と

目
さ
れ
る
こ
と
は
、
所
詮

は
二
流

で
あ
る
こ
と

の
証
明
で
は
な
か
ろ
う
か

と
さ
え
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
著
者

は
、
蘭
壼
に
好
も
し

い
文
人
の
姿
を
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
十
三
歳

の
と
き
昌
平
畳

に
入
学
、
二
十

五
歳

に
し
て
林
家
員
長
と
な

っ
た

蘭
壼
は
、
そ
の
自
由
な
学

風
と

「
門
生
授
徒

ト
錐
、
常

二
送
迎

シ
テ
僕
々
然

タ

リ
」
と
い
う
人
柄
と
に
よ

っ
て
、
門
弟
は
多
士
済

々
、
極
め

て
個
性
豊
か
な
人

た
ち
を
輩
出

し
た
。
「道

」
を
論
ず
る
と
き
、仁
斎

・
祖
篠
に
与
し
な

い
こ
と
は

勿
論

で
あ
る
が
、
宋
儒

の
説
を
も
否
定
し
て
、
仲
尼

の
道

の
み
を
信
ず
る
と
い

う
、
方
法
論
的

に
は
仁
斎

・
狙
裸

の
古
学

に
近
い
立
場
を
と
る
。

そ
し
て
、

そ

の
精
神
構
造

は
、
当
時

の
学
界

に
お

い
て
顕
著

で
あ

っ
た

"
陽
明
心
学
流
"
に

近

い
こ
と
を
著
者
は
指
摘
さ
れ

る
。

こ
の
指
摘
も
、
あ
ま
り
に
も
さ
り
げ
な
い

書
き
方
で
、

つ
い
読
み
す
ご

し
が
ち

で
あ
る
が
、
当
時

の
学

界
に
お
け
る
腸
明

学

の
流
行

現
象

に
つ
い
て
は
、
著
者

に

「狂
文
意
識

の
背
景
」

(
茄
欧
学
餅
悟
群
」

●
12
)
な
る
論
文
が
備

っ
て
お
り
、
戦
後
に
お
け
る
近
世
思
想
史

の
画
期
的
な
発

見

の

一
つ
と
評
価
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

蘭
壼
は
、
人
と
な
り
は
謹
直

で
、
お
の
れ
を
律
す
る
こ
と
に
き
び
し
か

っ
た

が
、
他

人
の
趣
味
や
道
楽

に
は
自
由
な
意
見
を
持

っ
て
お
り
、
所
謂
俗

文
学

へ

の
理
解
も
積
極
的

に
示
し
、
自
ら
も

『
唐
詩
笑
」

・

「
小
説
白
藤
伝
」
と

い
う

戯
著
を
物

し
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
初
出
誌

で

「
聖
堂

の
自
由
人
」
と

い
う

タ
イ
ト

ル
が

つ
い
た
の
も
む

べ
な
る
か
な
、

で
あ
る
。

「侠
山
道
人
黙
隠
」

著
者

の
言
う

「具
体
的
な
事
実

の
み
を
記
し
て
、

そ

れ

に
関

す
る
筆
者

の
解

釈
は
出
来
る
だ
け
控
え
る

こ
と
を
筆
法
と
し
た
」
典
型

的
な
も

の
で
、
当
時
蒙
刻
家
と
し
て
名
声

の
あ

っ
た
侠
山
黙
隠
の
伝
を
、
編
年

体

に
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
侠
山

五
十
九
歳

ま
で
の
伝
を
、
千
丈
実
巌

の

「侠

山
道
人
隠
公
伝
」
を
基

に
そ
れ
を
補

い
訂
し
、
更

に
六
十
歳
以
後
没
年
ま
で
の

伝
記
を
付

け
加
え

て
い
る
。

こ
の
篇
に
限

っ
た

こ
と
で
は
な

い
が
、
著
者

の
伝
記
研
究
を
前

に
し
て

つ
く

づ
く
思
う
こ
と
は
、
資
料

の
博
捜
は
勿

論
の
こ
と

で
あ
る
が
、

そ
の
間

口
の
広

さ

で
あ
る
。
広

い
ば
か
り
が
能

で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
と
か
く
我

々
は
自
分

の
守
備
範
囲

と
い
う
も
の
を
狭
く
限

っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ

る
。
文
学
を
過
大

評
価
す
る
の
は
文
学
青
年

の
悪

い
癖

で
、
文
学
者
と

い
え
ば
、
文
学

(そ
れ
も
近

代
的
な
意
味
で
の
文
学
)
が
そ
の
人

の

全
生
活

・
全
人
格
を
支

配
し

て
い
る
か
の
如

き
錯
覚
に
陥

り
が
ち

で
あ
る
。
特

に
文

人
の
場
合
、
間
口
の
広
さ
が
そ
も

そ
も

そ
の
属
性

の

一
つ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
文
人
伝
も
、
文
学
と

い
う
狭

い
領
域

に

と
ど
ま

っ
て
い
る

こ
と
は
許
さ
れ
な

い
で
あ

ろ
う
。

「
金
龍
道
人
敬
雄
」

毅
誉
褒
財
の
激
し
さ

で
は
、

五
人

の
う
ち
の
最

た
る

も

の
で
あ
ろ
う
。
た
め
に
、
在
世
当
時

は
京
都
学
芸
界
の
中
心
人
物

と
し
て
、

又
天
台
の
学
僧
と
し
て
、

そ
の
名
声
を
ほ
し

い
ま
ま
に
し
て
い
な
が
ら
、
著
者

に
よ

っ
て
再
評
価
さ
れ
る
ま
で
は
誤
伝

ま
じ
り

の

『仏
家
人
名
辞
書

」
が
唯

一

の
敬
雄
伝
と

い
う
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
。

彼
の
交
遊
範
囲
は
極
め

て
広
く
、

し
か
も
当
時
の
学
芸
界

の
鐸

々
た
る
メ

ン

バ
ー
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
中

で
敬
雄

は
彼
ら
か
ら
畏
怖

の
念
を
も

た
れ

て
い

た
。
著
者
に
は
別
に
本
篇
よ
り
詳
し
い
「金
龍
道
人
孜
」

(彫
難

帥
棚
蚊
岸
働
諸
)

な
る
稿

が
あ
る
。
能

う
限
り

の
資
料

を
使

っ
て
、
年
譜
形
式

に
記
し
た
敬
雄
伝

で
あ
る
が
、
著
者

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
発
見
の
資
料
を
加
え
れ
ば
、
他
人

の

著
述
に
敬
雄
が
贈

っ
た
序
蹟
は
六
十

を
越
え
る
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
中

で
、
三
宅
鳴
山

の

『
俳
譜
古
選
」
、
祇

園
南
海

の

「詩
学
逢
原
」
、
建
部
綾
足
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の

「
西
山
物
語
」
な
ど
、

い
ず
れ
も
そ
の
出
板

に
敬
雄
も
何
が
し
か
関
係

し
、

序
文
も
贈

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
書

の
出
板
が
近
世
文
学
史
上

に
占
め
る
位
置

の
大
な

る
こ
と
は
既
に
周
知

の
事
実

に
な

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敬
雄

の
伝
が

こ
れ
ま
で
等
閑

に
付
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
不

思
議
な
く
ら

い
で
あ

る
。

「
沢
田
東
江
」

五
人

の
中

で
は
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
人

物

で

あ

ろ

う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
恐
ら
く
、
江
戸
洒
落
本

の
濫
膓

『
異
素
六
帖
』

の
作
者

と
し
て

で
あ
り
、
本
業

と
し
て
三
都

に
そ

の
名

の
高
か

っ
た
書
家
東
江
を
知
る

人
は
案
外
少
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
期
戯
作
が
知
識

人
の
余
技
と
し
て

行
な
わ
れ
、
彼
ら

の
志
が
決
し

て
戯
作
な
ど
に
は
な
か

っ
た
こ
と
は
、
今

日
常

識
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ

で
は
彼
ら
の
抱

い
て

い
た
志
と

は

何

か
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、

そ
れ
に
答
え
て
い
る
も
の
は
意
外
と
少

な
い
。

当

人
の
志
を
無
視
し
て
余
技

に
の
み
評
価
を
与
え
て

い
て
は
、
当
人
も
浮
か
ば

れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又

そ
の
余
技

に
対
す
る
評
価
を
も
危
う
く
す
る
も

の
で

あ

る
。

そ
う

い
う
意
味

で
、
東
江

も
ま
た
、
著
者

に
よ

っ
て
初

め
て
正
当

に
評

価
を
得
た

一
人
で
は
あ

っ
た
。

本
篇

は
ま
ず
出
自
の

こ
と
か
ら
説
き
始
め
る
。
根
拠

の
弱
い
従
来

の
東
江
商

家
説

に
対

し
て
、
当
代
人

の
手

に
な
る
資
料

に
よ

っ
て
士
分
説
を
出
す
。
林
家

に
入
門
し
な
が
ら
、
そ
の
学
問

は
師
蘭
垂
と
同
様
、
自

由
潤
達

で
、
書

に
お
い

て
は
古
文
辞
学

の
方
法

を
転
用
し

て
古
法
書
学
を
唱
え
、
東
江
流
な
る
書
流
が

一
世
を

風
扉
す
る

に
致

っ
た
の
で
あ
る
。
本
篇

に
お

い
て
も
感
ず
る

こ
と
は
、

さ
ま
ざ

ま
の
分
野
に
対
す

る
著
者

の
す
さ
ま
じ

い
ま
で
の
知
識
欲

で
あ
る
。
例

え
ば
法
帖
な
ど
、
従
来

の
国
文
学
者

は
振
り
向
き
も
し
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
著
者
は
最
近
、

「
沢
田
東

江
伝
初
稿
」
(
麗

雌
奴
難
磯
職
レ
舗
卸
瑚
一
邸

S
・
53

・
6
)
な
る
稿
を
草
さ
れ
、

宝
暦
九
年
東
江

二
十
八
歳

ま
で
の
事
蹟
を

よ
り
詳
し

く
記
し
て
お
り
、
続
稿

が
待
た
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
登
場

の
五
人
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る

一
面
を
採
り
出
し
て
、例

え
ば
「
初

期
戯
作
者

研
究
」
と
か

「
宝
暦
期
漢
学
史
」
と
い

っ
た
も

の
が
出
来

そ
う

で
あ

る
。
が
、
本
書

が
そ
う
な

「
て
い
な

い
と

こ
ろ
が
文
人
伝
と
し
て

優

れ

て

い

る
点

で
あ
り
、
又
、
我

々
へ
の
無
言

の
警
鐘
と
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
文

学
史
と

い
う
も

の
を
ジ

ャ
ン
ル
別
、
即
ち

"縦
割
り
"
に
見

る
だ
け

で
な
く
、

「
そ
の
時
代

の
横

の
広
が
り
を
充
分

に
視
野
に
収
め
る
」

必
要
性
を
、
本
書

は

我

々
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

恣
意
的
な
紹
介
に
終
始
し
た
が
、
最
後

に
、
本
書

に
入

る
べ
く
し
て
入

っ
て

い
な

い

"崎
人
伝

"
と
、

そ
れ

に
関

連
あ

る
著
者

の
論
考
を
、
既
述
の
分

は
除

い
て
、
以
下

に
挙
げ

て
紹
介

の
筆
を
お
く

こ
と

に
す
る
。

「
深
井
志
道
軒
」

『
経
済
往
来
」

二
七

の
五

(s
・
40
・
5
)

「大
江
文
披

の
こ
と
」

『経
済
往
来
」
二
七

の
七

(S
・
40
・
7
)

「
釈
大
我
伝
孜
」

「愛
知
淑
徳
短
大
研
究
紀
要
」
六

(S
・
42
・
3
)

「増
穂
残

口
伝
」

「
近
世
中
期
文
学

の
研
究
」

(S
・
妬
・
12
)

「
す

ゝ
き

の
落
穂
」

「
近
世
文
学
作
家
と
作
・叩」

(s
・
娼
・
-
〉

「
狂
者
蘇
門
山
人
伝
」

「
文
学
」
四
六

の
六

(S
・
53
・
6
)

「文
人
と
前
期
戯
作
」

『
言
語
と
文
芸
」
五

一
(s
・
銘
・
3
)

「談
義
本
研
究

(
二
)
」

「
国
文
学
研
究
」
三
六

(S
・
42
・
10
)

「

〃

(
三
)
」

「
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
」
五

(S
・
娼
・
10
)

「
狂
文
論
」

「
近
世
文
学
論
叢
」
(s
・
菊
・
4
)

「
前
期
戯
作

の
方
法
」

「
国
語
と
国
文
学
』
四
八
の

一
○

(S
・
46
・
10
)

「
蕃
山
と
樗
山
」

「
文
学
」
四

一
の

一
(s
・
娼
・
-
〉

「
漢
文
戯
作

の
展
開
」

「江
戸
文
学
と
中

国
」

(s
・
髭
・
2
)

「
近
世
後
期

の
思
想

と
文
学

(座
談
会
)
」

「
文
学
」
四
六

の
六

(s
・
53
・
6
)

(昭
和
五
十
二
年
九
月
、
毎
日
新
聞
社
刊
、
ニ
ニ
○
頁
、
九
八
○
円
)
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