
ば
、
誇
張

・
言
葉

の
列
挙

・
縁
語

・
雅
語

・
俗

語

の
使
用

・
諺

の
ア
レ
ン
ジ
等

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
駆
使
し

て
、
構

成

の
奇
抜
さ
、

ス
ト
ー
リ
ー

の
展
開

の
お

も
し
ろ
さ
、
土
地
柄

に
よ
る
町
人
気

質

の
紹
介
、
実

在

の
人
物
を
登
場
さ
せ
真

実
性

と
親

近
感

を
感
じ
さ
せ
る
手
法

、
神

の
登
場
に
よ
る

フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
的

お

も
し
ろ
さ
、
当
時

と
し

て
は
珍

し
い
品
々
を
記
載

し
読
者

の
興
味

を

引

く

等

々
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
あ
る
程
度

パ
タ
ー

ン
化

さ
れ
て
は
い
る
が

、
内
容
と

し
て

は
変
化

に
富

ん
で
い
る
。
故

に
そ
こ
に
娯
楽
性
が
浮
き
彫

り
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

『
永
代
蔵
』

は
町
人
西
鶴
が
自
分
と
同

じ
町
入
達
が
金
儲
け

に
専
念
し

、
結

局

は
金

に
動

か
さ

れ
支
配
さ

れ
て
い
る
点
を
客
観
的

に
描

い
て
、い
る
作
品
な

の

で
あ

る
。
し

か
し
西
鶴

は
彼

ら
を
否
定
的

に
み
て
は

い
な

い
し

、
彼
ら

に
重

々

し
く
教
訓
を
垂
れ

よ
う
と
も
し

て
い
な

い
。
読
者
意
識

の
強

い
西
鶴

・
楽
し

み

な
が
ら
文
章
を
書

い
て
い
る
西
鶴

に
と

っ
て
、
読
者

に
娯
楽
を
提
供
し

よ
う
と

い
う
意
図
は
あ

っ
て
も
、
教
訓
的
意
図
云

々
に
関
し

て
は
全
く
関
心
外

の
事
だ

っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

〈
源

氏

物

語

試

論
〉

ー

紫
の
上
と
浮
舟
を
通
し
て
作
家
の
意

識
構
造
の
検
討
i

第
四
回
卒
業

,.,i

窪

添

久

恵

本
論

は

『
源
氏
物

語
』
に
お
け
る

「
紫

の
上
と
淫
舟

を
通
し
て
作
家

の
意
識

構

造

の
検

討
」
を
試
み
た
も

の
で
あ
り
、
全

六
章

か
ら
な
る
計

百

二
十
枚
程
度

の
も

の
で
あ
る
。

.

第

一
章

は

「紫

の
ゆ
か
り

の
人
」
と

し

て

「若
紫
」

の
巻

か
ら
登
場
す

る
紫

の
上

の
位
置

・
出

家

の
姿

勢
を
中

心
に
述
べ
た
。
第

二
章

で
は
中

君

の

「
肩
代

・

り
L
と

し
て

「
宿

木
」

の
巻

か
ら
登
場
す

る
浮
舟

の
翳
り
の
あ

る
運
命

の
半
生

を
述
べ
た
。

次

に
第

三
章

で
は
第

一
章
と
第

二
章
と

か
ら
両
者

の
人
物
造
型

に
み
ら
れ

る

作
家

の
方
法
を
考
察
し
た
。

そ
れ
は
両
者
を
愛
し
た
光
源
氏
や
薫

の
前
史
、
ま

た
両
者

の
形
代
と
し

て
の
登
場
や

三
角
関
係
と
か

ラ
イ
バ

ル
関
係

の
使
用

に
み

ら
れ
る
同
型

パ
タ
ー
ン
の
多
出
性
。
さ
ら

に
両
者

の
愛

の
様
相

の
相
違

に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ひ
た
む
き

に
出
家
を
志
す
物
語

で
の
状
況
設
定

ゆ
そ

こ
で
は
作
家

の

「
女
」

の
生
そ

の
も

の

へ
の
執
拗
な
問

い
か
け
を
感

じ
、
人
生

に
於

い
て
の

根
源
的
、
,不
変
的
な
実
態
を
探
求
す
る
た
め
、

一
事

象
を
多
面
的

に

語

り

か

け
、
そ
れ
故

、
読
者
に
客

観
性

を
信

じ
さ
せ
る
と

い
う
方
法

を
見

い
だ
し
た
。

さ
ら
に
第

四
章
で
は
、
両
者

の
人
物

造
型
で
多

く

の
語
を
費

さ
れ
て
語
ら
れ

る
出
家

へ
の
姿
勢

を
問
う
た

の
で
あ
る
。

在
家
信
者
と

し
て
の
全

て
を
な

す
紫

の
上
と

、
現
世

利
益
の
観
音
信
仰
を
拒

否
し
て
ま
で
出
家
を
遂
行
す

る
浮
舟
と

い
う
、
両
者

の

「
女
」
と

し
て
の
生
き
方
を
本
文

か
ら
考
証

し
た
。
さ
ら

に
、

ノ

そ

の
出
家

へ
の
姿
勢
を

、
同
時
代

の
信
仰

の
あ
り
方
が
述
べ

て
あ

る

『
日
本
霊

異
記
』
と

『
往
生
要
集
』
と

か
ら
本
文
以
外

で
の
比
較
を
試

み
、
出
家

へ
の
志

向

の
ひ
た
む
き
さ
を
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場

で
把
握
し
た
。
た
だ

こ
の
章
は
仏
教

に

精
通
し

て
い
な

い
私
と
し

て
は
不
十
分
極
り
な

い
章

で
あ

る
。

次

に
第
五
章
は
、
紫

の
上
と
浮
舟

の
呼
称

の
検
討

で
、
男

・
女

の
間

に
距
離

間

の
あ

る
時
称
せ
ら
れ
る

「
女
君
」
と
、
男

・
女

の
世
界

に
お

い
て
称
せ
ら
れ

る

「
女
」

の
使
用
回
数
か
ら
、

よ
り

「
女
君
」
ど
し

て
生
き
抜

い

た

紫

の

上

と
、
女

の

〈
業
〉
を
背
負

い
続
け
た

「
女
」
浮
舟
と

の
女
性

像
を
抽
出

し
た
。

さ
ら

に
は
、
両
者
を

こ
の
よ
う

に
し
か
生
か
し
め
な
か

っ
た
物
語
作
家

の
厳

し

い
物

に
透
徹
し
た
意
識
を
見

い
だ
し
た

の
で
あ
る
。

最
後

に
、
第

六
章

で
、

『
源
氏
物
語
』
と
作
家
と

の
交
渉
で
、
入

生
で

の
種

一19・ 二 『



!

種

の
体
験
か
ら
世
を
極
め

つ
く
し
、

〈
女
〉
を
熟
知
し
た
作
家
を
想
定
す
る

こ

.

と
が
出
来

る
と
思
わ
れ
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
様
様
な
女
性
と

の
比
較

の
果

に
そ
の
優
秀
さ
や
理
想
性
が
語
ら

れ
た

「
女
君
」
紫

の
上
を
描
き

上

げ

た

と

,き

・

「
お
れ
お
れ
し
」
き
人
と
な

り
、
愛
欲

の
世
界
を
さ

ま
よ
い
投
身
自
殺

に

よ

っ
て
し
か
救

い
を
見

い
灯

し
得

な
か

っ
た

「
女
」

そ
の
も
の
の
浮
舟
を
描

く

こ
と

の
意
味
が
浮

か
び
あ
が

っ
て
来

る
と
考
察

し
た

の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と

は

第

三
章
で
述
べ
た
作

家

の
方
法

ゆ
え

に
紫

の
上
を
描
き
き

っ
て
も
、
作
家

は
な

お
も

〈
女
〉
を
話

り

つ
く
せ
な

い
と
知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

つ

ま
り
作
家

の
意
識
構
造

の
上

で
は
、

一
つ
の
理
想
性
を
荷
癒
わ
さ
れ
た
紫

の
上

の
人
物
造
型
が
あ

る
が
ゆ
え
、
女

の
弱
さ
、
も
ろ
さ
し
か
演
じ

て
な

翠
よ
う
な

浮
舟

の
人
物
造
型
が
あ

る
意
味
が
明
確

に
な

る
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
。

以

上
の
事

か
ら
、
全

篇
を

通
し
て
、
同

一
作
家

の
手

に
よ
る
作
品

の
成
立
が

考

え
う
る
の
で
あ
る
。
巻
巻

の
成

立
論

の
観
点

か
ら
は
再
検
討

す
べ
き
論

で
は

あ
る
。〈

堀

辰

雄

論

>

i
も

・。
9

琴

。
・。
嘗
。
・
の
遍
歴
t
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島
崎

紀
素
子

最
近

、
中
也

の
詩
集
を
読

ん
で
い
て
、
次

の
よ
う
な
詩

に
出
会

っ
た
。

う
つ
わ

器

の
中

の
水
が
揺

れ
な

い
や
う

に
、

器
を
持

ち
運
ぶ

こ
と
は
大
切
な

の
だ
。

さ
う

で
さ

へ
あ
る
な
ら
ば

モ
ー

シ

ョ
ン
は
大
き

い
程

い
い
。

し
か
し
さ
う
す
る
た
め

に
、

〆

く

ふ
う

こ

も
は
や

工
夫
を
凝

ら
す
余
地
も
な

い
な
ら

:
・…

心

よ
、

謙
抑

に
し
て
神
恵

を
待

て
よ
。

(
「
独
語
」
)

こ

の
詩

は
、
私

に
卒
論

を
思

い
出

さ
せ
る
。

「
羞
恥
」

の
あ
る
文
学

に
行
き
づ

ま
り
を
、
そ
れ
ゆ
沈

「
羞
恥
」
を

否
定

す

る
文
学

に

「
快
適
」
を
見
出

そ
う
と
し
、
表
側
で
新

し

い
文
学

の
可
能
性

を
求

め

つ
つ
、
裏
側

で
は
、
常

に
そ

の
方
法
を
快
適
な
生
活

に
密
着
さ
せ

て
綴
る
、

そ
う

い
う
堀
辰
雄
と

い
う
作
家

の
計
算
さ
れ
た
入
生

の
遍
歴
が
、

こ
の
詩
を
読

む
と
全

く

シ
ン
メ
ト
リ
カ

ル
な
も

の
に
思

わ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

中
也
も
堀

も

「
驢
馬
」

の
、
そ
し
て

「
四
季
」

の
同
人

で
、
同
じ

く

モ
ダ

ニ

ズ

ム

の
旗
手

た
ち
で
あ

っ
た
。
が

、
彼

ら
は
新

し
い
文
学

の
可
能
性
を
信
ず

る

こ
と
で
は
肩
を
組
み
合

っ
て
も
一
そ

の
文
学
が
何

で
あ
る
か
を
考

え
た
時

、

い

つ
も
孤
立
し

て
い
た
。
彼
ら

の
方
法

は

い
つ
も
異

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

堀
は

「
快
適
」
と

い
う
大
前
提
、
1

い
や

こ
れ
は
神
恵

で
あ
る
か
も
知
れ
.

な

い
ー

に
忠
実

で
、
そ
れ
を
求

め
て
あ
ら
ゆ

る
影
響
を
自
ら

の
器

に
盛
り
、

そ
レ

て
更

に
そ
れ
を
消
化
す

る
。
飲

み

つ

く
す

。
ジ
イ
ド

の

「
女

の
学
校
」

は
、
日
本

の
近
代

に
お
い
て
は

「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
と
な

っ
て
花

ひ
ら
く

は

ず

で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

堀

の
器

に
は
、
水

は
常

に
こ
ぼ

れ
る
程

は
な

い
。
神

恵

を
待

つ
ま
で
も
な
く

モ
ー

シ

ョ
ン
は
思

い
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
が

、
こ
れ
を

中
也

の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば

、
満
水

の
器
を
運
ぶ
と

い
う
危
機

に
無
知
博
あ
る

と
言
え

よ
う
。
文
学
と

い
う
も

の
が
、
人
間

に
於
け
る
普
遍
性

の
追
求
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
を
取

る
か
と
考
え
る
必
要
は
な

い
。
作
家
を
位
置
づ
け
る

と

い
う
必
要
性
を
私

は
認

め
た
く
な

い
。

堀
辰
雄
と

い
う
作
家

は
、
高
原

の
乾

い
た
空
気

の
中

で
の
み
生
き
続
け

た
よ

う

に
思
わ
れ
て
い
る
。

い
や
、
彼

の
文
学

は
そ

の
中

で

(
以
下
36

ペ
ー
ジ

へ
)
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