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介
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第
二
次
世
界
大
戦
後
、
比
較
文
学
は
著
し
い
発
展
を
遂
げ
た
。
近
年
来
、
特
に

比
較
研
究
の
立
場
か
ら
日
本
文
学
を
見
る
入
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
た
よ
う
で
あ

る
。
日
本
人
の
み
で
な
く
外
国
人
も
熱
心
に
こ
う
い
つ
た
研
究
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
勿
論
、
い
ま
さ
ら
比
較
文
学
の
意
義
を
く
ど
く
ど
と
贅
心
す
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
日
本
に
来
て
か
ら
数
多
く
の
先
学
の
比
較
研
究
の
論
著
を
読
ん
で
、
今
ま

で
理
解
で
き
な
か
っ
た
幾
つ
か
の
問
題
が
だ
い
ぶ
分
か
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
私
個
人
の
考
え
で
あ
る
が
、
外
国
入
に
と
っ
て
比
較
砺
究
の
方
法
で
日
本
の

文
学
を
学
習
し
た
り
、
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
近
道
の
一
つ
で
あ
り
、
よ
り

良
い
効
果
が
収
め
ら
れ
る
と
思
う
。
こ
う
す
る
と
、
た
だ
日
本
の
こ
と
だ
け
考
え

る
よ
り
、
日
本
文
学
の
特
質
が
一
層
は
っ
き
り
と
分
か
り
、
そ
れ
と
同
時
に
自
分

の
国
の
文
化
の
特
質
を
再
認
識
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
外
国
と
の
長
い
文
化
交
流
の
中
で
、
日
本
は
主
に
二
つ
の
方
向
か
ら
影
響
を
受

け
て
き
た
。
一
つ
は
ア
ジ
ア
大
陸
の
方
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
欧
米
の
方
向
で

あ
る
。
特
に
中
国
と
の
文
化
交
流
の
歴
史
が
長
く
て
、
二
千
年
近
く
あ
る
の
で
、

日
中
両
国
は
文
学
に
お
い
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
一
部
分
の

国
語
学
者
が
漢
語
を
外
来
語
の
中
に
入
れ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
日
本

入
は
中
国
の
文
化
を
異
質
の
文
化
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日
本
人
は

「
西
洋
」
に
対
し
て
「
東
洋
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
場
合
は
常
に
中
国
な
ど
の
国

の
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
（
つ
い
で
に
紹
介
す
る
が
、
中
国
語
の
「
東
洋
」
の
意

味
は
日
本
の
と
違
っ
て
、
た
だ
日
本
の
こ
と
だ
け
を
指
す
。
）
今
ま
で
中
国
と
の
比

較
研
究
が
欧
米
と
の
比
較
研
究
よ
り
少
な
か
っ
た
の
は
日
本
人
の
こ
の
種
の
認
識

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
中
国
文
学
－
漢
文
学

が
日
本
文
学
の
中
で
一
席
を
占
め
て
い
る
の
は
、
比
較
文
化
論
に
お
い
て
、
確
か

に
珍
し
く
且
つ
重
要
な
現
象
で
あ
る
。

　
昔
の
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
漢
文
学
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
外
国
文
学
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
一
所
懸
命
に
そ
れ
を
取
り
入
れ
て
、
真
面
目
に

学
習
し
た
。
万
葉
集
、
古
A
7
集
、
源
氏
物
語
、
枕
草
子
、
方
丈
記
、
徒
然
草
な
ど

の
古
典
名
作
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
漢
文
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
漢
文
学
の

知
識
を
自
分
の
国
の
文
学
の
発
展
に
役
立
て
る
た
め
に
、
日
本
の
文
人
は
ま
た
フ

ァ
イ
ト
を
燃
や
し
て
漢
詩
文
の
創
作
を
し
た
り
、
漢
詩
文
を
巧
み
に
自
分
の
作
品

に
利
用
し
た
り
し
た
。
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
漢
詩
漢
文
は
、
い
わ
ゆ

る
「
和
製
漢
文
学
」
で
あ
る
。
日
本
人
は
中
国
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
漢
詩
漢
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文
を
摂
取
し
、
そ
れ
を
完
全
に
消
化
す
る
た
め
に
大
変
直
島
が
か
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
年
）
に
編
集
さ
れ
た
、
日
本
最
古
の
漢
詩
集
『

懐
風
藻
』
に
は
、
模
倣
の
詩
作
も
一
部
分
入
っ
て
い
る
の
で
、
従
来
の
評
価
は
あ

ま
り
高
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
日
本
の
知
識
人
が
漢
文

学
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
と
詩
作
の
レ
ベ
ル
が
伺
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

大
き
な
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
漢
語
と
い
う
外
国
の
言
葉
を
使
っ
て
自
分
の

思
想
感
情
を
表
現
し
、
漢
詩
文
と
い
う
コ
器
し
に
自
分
の
「
心
」
を
盛
り
込
む
た

め
に
は
、
ど
れ
だ
け
の
努
力
と
苦
労
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
特
に

記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
の
知
識
人
の
漢
詩
文
に
対
す
る
執
着
心
と
創
作
欲

は
長
い
聞
衰
え
ず
、
す
く
な
く
と
も
明
治
、
大
正
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
と
言
え

よ
う
。

　
日
本
の
近
代
文
学
を
論
じ
る
時
、
人
々
は
西
洋
と
の
係
わ
り
に
重
点
を
置
き
、

漢
文
学
と
の
関
連
を
忽
せ
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
日
本
近
代
社
会
の
特
徴
か
ら
考

え
る
と
、
こ
の
傾
向
は
あ
ま
り
ひ
ど
く
非
難
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ

る
。
周
知
の
通
り
、
明
治
維
新
を
出
発
点
と
す
る
日
本
の
近
代
社
会
は
、
東
洋
的
な

も
の
の
否
定
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
け
っ
し
て
過
言
で
は
な
い
。
欧
米
列
強

と
の
距
離
を
縮
め
る
た
め
に
明
治
政
府
は
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
、
文
明
開
化
な

ど
の
近
代
化
政
策
を
推
し
進
め
た
。
文
明
開
化
は
こ
言
で
言
え
ば
西
洋
の
文
明
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
の
物
質
文
明
が
日
本
に
雪
崩
れ
込
ん

で
き
た
の
と
同
時
に
西
洋
の
思
想
意
識
も
ど
ん
ど
ん
日
本
に
入
っ
て
き
た
。
近
代

日
本
の
文
化
は
「
東
」
と
「
西
」
の
格
闘
の
中
で
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
結

局
、
一
方
が
も
う
一
方
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
伝
統
的
な
東
洋
文

化
は
新
し
い
西
洋
文
化
と
対
立
し
な
が
ら
、
す
こ
し
ず
つ
統
一
を
求
め
た
わ
け
で

あ
る
。
当
時
、
い
ろ
ん
な
分
野
で
「
和
洋
折
衷
」
、
「
東
西
調
和
」
が
行
わ
れ
て
、

文
学
界
に
も
ま
っ
た
く
同
じ
状
況
が
現
れ
た
。
文
学
史
を
読
む
と
分
か
る
よ
う
に
、

浪
漫
主
義
や
自
然
主
義
な
ど
の
西
欧
の
文
学
思
潮
が
我
先
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
。

む
し
ろ
迎
え
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
た
方
が
も
っ
と
ふ
さ
わ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。

文
学
は
社
会
的
な
産
物
で
あ
り
、
作
家
も
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
。
時
代
が
変
る

た
び
に
文
学
界
に
新
し
い
空
気
が
吹
き
込
ま
れ
、
作
家
が
時
代
の
変
貌
に
応
じ
て

新
し
い
も
の
を
書
く
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
を
生
き
て
き
た
作

家
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
誰
で
も
「
東
」
と
「
西
」
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
位
置
づ
け

た
ら
よ
い
か
と
い
う
難
題
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
土
壌
で
あ

る
伝
統
文
化
を
完
全
に
捨
て
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
栄
養
の
↓
部
分
と
し
て
西

洋
文
化
を
導
入
し
な
い
と
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
果
実
が
結
ば
れ
な
い
の
で
、
当
時

の
知
識
人
は
「
東
」
と
「
西
」
の
知
識
を
一
身
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
近

代
文
学
の
大
家
が
ほ
と
ん
ど
西
洋
の
言
葉
や
文
学
に
精
通
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら

も
日
本
近
代
文
学
の
特
質
の
一
端
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
『
小
説
神
髄
』
を
書
い
て
、

従
来
の
勧
善
懲
悪
と
い
う
文
学
観
を
批
判
し
、
文
学
は
文
学
自
体
で
独
立
す
べ
き

で
あ
り
、
小
説
と
い
う
形
式
が
文
学
の
中
心
と
な
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
坪
内
道
遥

は
日
本
文
学
を
近
代
に
導
い
た
人
で
あ
り
、
東
京
大
学
の
文
学
科
に
在
学
し
た
時
、

英
文
学
を
専
攻
と
し
て
い
た
。
近
代
文
学
の
先
駆
者
と
さ
れ
る
二
葉
亭
四
迷
は
東

京
外
国
語
学
校
露
語
科
在
学
中
、
ロ
シ
ヤ
文
学
に
親
ん
で
文
学
へ
の
目
が
開
か
れ

た
。
医
者
よ
り
も
文
学
者
と
し
て
の
業
績
が
大
き
い
森
鴎
外
は
明
治
十
七
年
置
ら

明
治
二
十
一
年
ま
で
ド
イ
ツ
で
留
学
し
て
い
た
間
、
衛
生
学
の
研
究
を
す
る
か
た

わ
ら
、
西
洋
文
学
、
芸
術
の
勉
強
に
も
没
頭
し
た
。
森
鴎
外
と
と
も
に
日
本
近
代
文

学
の
巨
峰
と
呼
ば
れ
る
夏
目
漱
石
は
東
京
大
学
英
文
科
の
卒
業
生
で
あ
り
、
明
治

三
十
四
年
か
ら
明
治
三
十
七
年
ま
で
英
国
で
留
学
し
て
英
文
学
の
造
詣
を
深
め
た
。

耽
美
派
の
代
表
作
家
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
永
井
荷
風
は
五
年
間
も
欧
米
に
外
遊

し
て
い
た
。
外
国
の
人
道
主
義
や
新
理
想
主
義
の
影
響
を
受
け
て
自
然
主
義
や
耽

美
派
と
違
っ
た
理
想
主
義
的
な
文
学
を
作
っ
た
白
樺
派
の
作
家
の
中
に
も
英
文
学

を
専
攻
と
し
て
学
ん
だ
人
が
少
な
く
な
い
。
志
加
貝
直
哉
や
長
与
善
郎
や
里
見
弾
は

超
そ
う
で
あ
る
。
　
「
大
正
文
学
の
終
宋
を
、
そ
し
て
日
本
に
お
け
る
近
代
の
終
焉

5
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を
象
徴
す
る
L
①
よ
う
な
自
殺
で
こ
の
世
を
去
っ
た
芥
川
龍
之
介
は
大
学
時
代
の

四
年
間
を
東
京
大
学
の
英
文
科
で
過
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
ま
だ

ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
確
か
に
近
代
文
学
の
代
表
的
な
作
家
た
ち
は
、
ほ
と
ん

ど
何
ら
か
の
形
で
西
洋
と
係
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
も
し
以
上
の
よ
う
な
学
習
や

渡
航
の
経
験
が
な
い
と
彼
ら
は
お
そ
ら
く
近
代
作
家
に
な
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い

し
、
今
日
の
文
学
史
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な
日
本
近
代
文
学
も
あ
り
え
な
い
で
あ

ろ
・
つ
。

　
時
代
の
特
色
は
往
々
に
し
て
同
時
代
の
文
学
の
特
色
を
決
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。

「
明
治
維
新
に
始
ま
る
近
代
化
の
き
わ
だ
っ
た
特
色
は
、
そ
れ
が
東
西
両
異
質
文

明
の
接
触
を
と
も
な
っ
た
点
に
あ
る
。
」
②
「
西
洋
的
な
も
の
と
東
洋
的
な
も
の
の

融
和
と
そ
こ
か
ら
の
新
し
い
も
の
の
創
造
が
、
明
治
大
正
以
後
の
小
説
家
の
課
題

で
あ
る
。
」
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
西
」
の
こ
と
だ
け
頭
裏
に
お

い
て
日
本
近
代
文
学
を
考
え
る
と
、
偏
っ
た
見
解
し
か
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
明
治
期
文
学
の
代
表
作
家
夏
目
漱
石
と
大
正
期
文
学
の
代
表
作
家
芥
川
龍

之
介
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
し
て
、
東
洋
の
こ
と
、
特
に
漢
文
学
と
の
関
連
を
主

と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
夏
目
漱
石
と
芥
川
龍
之
介
を
考
察
の
対
象

に
し
た
か
と
い
う
と
、
二
人
は
当
時
の
文
学
の
特
色
を
よ
く
表
わ
し
た
か
ら
で
あ

る
。
吉
田
精
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
夏
目
漱
石
は
典
型
的
な
、
東
西
両
洋
と
い

う
「
二
本
足
」
的
存
在
で
あ
り
、
「
東
洋
と
西
洋
と
が
、
彼
ほ
ど
渾
然
と
深
い
と
こ

ろ
で
ミ
ッ
ク
ス
し
た
例
は
稀
で
あ
っ
た
。
」
③
実
は
こ
の
論
点
は
芥
川
龍
之
介
に
対

す
る
評
価
と
し
て
使
用
し
て
も
良
さ
そ
う
な
気
が
す
る
。
三
好
行
雄
は
、
日
本
近
代

文
挙
の
「
も
っ
と
も
根
源
の
モ
チ
ー
フ
」
と
な
っ
た
東
と
西
の
問
題
は
「
芥
川
に

と
つ
で
も
、
低
音
部
に
つ
ね
に
潜
在
し
た
固
有
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
」
④
と
述

べ
た
。
東
洋
的
な
も
の
を
継
承
し
、
漢
文
学
を
受
容
す
る
の
に
お
い
て
は
、
表
面

か
ら
見
る
と
、
二
人
に
は
類
似
点
が
か
な
り
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
異
な
っ

た
と
こ
ろ
も
だ
い
ぶ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
夏
目
漱
石
は
一
八
六
七
年
二
月
九
日
江
戸
に
生
ま
れ
て
、
一
九
＝
ハ
年
十
二
月

九
日
生
ま
れ
故
郷
で
逝
去
し
た
。
芥
川
龍
之
介
は
一
八
九
二
年
三
月
一
日
東
京
に

誕
生
し
て
、
一
九
二
七
年
七
月
二
十
四
日
自
ら
若
い
命
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。
夏

目
漱
石
が
生
き
た
時
代
は
主
に
明
治
と
大
正
初
期
で
あ
り
、
芥
川
龍
之
介
が
生
活

し
た
の
は
主
に
明
治
後
半
と
大
正
時
代
で
あ
っ
た
。
二
人
の
間
に
は
二
十
五
年
の

歳
月
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
古
典
と
の
出
会
い
は

み
な
非
常
に
早
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
文
学
者
に
成
長
し
た
二

人
に
と
っ
て
測
り
知
れ
な
い
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
江
戸
草
分
の
名
主
で
通
っ
た
家
に
生
ま
れ
た
夏
目
漱
石
は
、
養
子
に
行
っ
た
と

こ
ろ
も
名
主
で
あ
っ
た
た
め
か
、
幼
い
頃
か
ら
、
古
く
て
伝
統
的
な
も
の
に
関
心

を
示
し
始
め
た
。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
「
子
供

の
と
き
家
に
五
六
十
幅
の
書
が
あ
っ
た
。
あ
る
時
は
床
の
間
の
前
で
、
あ
る
時
は

蔵
の
中
で
、
又
あ
る
時
は
虫
干
の
折
に
、
余
は
交
る
ぐ
そ
れ
を
見
た
。
さ
う
し

て
懸
物
の
前
に
踵
鋸
ま
っ
て
、
黙
然
と
時
を
過
す
の
を
楽
と
し
た
。
」
こ
う
い
う
興

味
が
の
ち
ほ
ど
の
詩
文
の
嗜
好
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
芥
川
龍
之
介
は
、
平
民
出
身
で
明
治
十
六
年
か
ら
京
橋
区
入
船
町
で
牛

乳
搾
取
販
売
業
耕
牧
舎
を
経
営
す
る
新
原
敏
三
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
養

子
に
入
っ
た
芥
川
家
は
頭
数
代
御
数
寄
屋
坊
主
と
し
て
江
戸
城
中
に
奉
仕
し
た
家

柄
で
あ
っ
た
。
家
庭
に
お
い
て
ど
ん
な
教
育
を
受
け
た
か
、
は
っ
き
り
分
か
ら
な

い
が
、
遺
稿
『
わ
が
家
の
古
玩
』
に
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
芥
川
龍
之
介

は
す
で
に
古
い
も
の
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
　
「
蓬
平
作
墨
蘭

四
一
偵
、
司
馬
江
漢
作
秋
果
図
一
塁
、
仙
崖
上
馬
鬼
図
一
領
、
愛
石
の
柳
陰
呼
渡

図
一
偵
、
巣
兆
、
樗
良
、
蜀
山
、
塁
壁
小
、
乙
二
等
の
自
詠
を
報
せ
る
も
の
各
一
覧

高
泉
、
仔
馬
、
天
祐
等
の
書
各
一
禎
、
一
わ
が
家
の
蔵
幅
は
こ
の
数
偵
の
み
な

り
。
」
夏
目
漱
石
と
芥
川
龍
之
介
の
思
い
出
話
し
に
最
初
に
登
場
し
た
の
は
た
ま
た

ま
、
い
ず
れ
も
家
に
所
蔵
し
た
画
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
く
偶
然
の
こ
と
か
も

5
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曲

維

知
れ
な
い
が
、
家
庭
環
境
や
直
観
的
な
対
象
が
人
聞
の
趣
味
形
成
に
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

　
年
譜
を
見
る
と
、
夏
目
漱
石
と
芥
川
龍
之
介
は
思
い
の
ほ
か
早
く
古
曲
ハ
の
教
育

を
受
け
て
い
た
。
二
人
の
教
養
の
基
礎
は
主
に
東
洋
的
な
伝
統
文
化
に
よ
っ
て
築

か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
夏
目
漱
石
を
論
じ
る
場
合
は
、
次
の
文
章
が
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
　
「
余
命
軽
輩

唐
宋
数
千
言
喜
作
為
文
章
或
極
意
彫
琢
経
旬
書
始
成
古
典
嵯
鳶
口
而
獲
自
得
澹
然

有
撲
隠
事
謂
古
作
者
山
高
難
藤
哉
遂
有
意
干
以
文
立
身
…
…
」
（
『
木
屑
録
』
一
）
（
余

、
児
た
り
し
時
、
唐
宋
の
数
千
言
を
嘉
し
、
喜
ん
で
文
章
を
作
為
る
。
或
は
意
を

極
め
て
彫
琢
し
、
旬
を
経
て
始
め
て
成
る
。
或
は
咄
嵯
に
口
を
衝
い
て
発
し
、
自

ら
澹
然
と
し
て
撲
気
有
る
を
覚
ゆ
。
窃
に
謂
う
「
古
の
作
者
、
白
豆
糠
り
難
か
ら
ん

や
」
と
。
遂
に
文
を
以
て
身
を
立
て
る
に
意
あ
り
…
…
）
⑤
「
余
は
少
時
好
ん
で

漢
籍
を
学
び
た
り
。
之
を
学
ぶ
事
事
か
き
に
も
関
ら
ず
、
文
学
は
斯
く
の
如
き
者

な
り
と
の
定
義
を
漠
然
と
冥
々
裏
に
左
国
史
漢
よ
り
得
た
り
。
ひ
そ
か
に
思
ふ
に

英
文
学
も
亦
か
く
の
如
き
も
の
な
る
べ
し
、
斯
の
如
き
も
の
な
ら
ば
生
涯
を
挙
げ

て
之
を
学
ぶ
も
、
あ
な
が
ち
に
悔
ゆ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
と
。
余
が
単
身
流
行
せ

ざ
る
英
文
学
科
に
入
り
た
る
は
、
全
く
此
幼
稚
に
し
て
単
純
な
る
理
由
に
支
配
せ

ら
れ
た
る
な
り
。
」
（
『
文
学
論
』
序
）
そ
し
て
、
『
落
第
』
の
中
で
、
「
元
来
僕
は
漢

学
が
好
で
随
分
興
味
有
っ
て
漢
籍
は
沢
山
読
ん
だ
も
の
」
と
語
っ
た
。
以
上
の
文

章
か
ら
す
く
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
夏
目
漱
石

が
幼
少
の
時
に
啓
蒙
の
知
識
と
し
て
学
ん
だ
も
の
は
西
洋
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、

主
に
東
洋
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
古
典
よ
り
も
彼
は
中
国
の
典
籍

が
好
き
な
よ
う
で
あ
り
、
「
唐
画
数
千
言
」
　
「
左
国
史
漢
」
な
ど
、
文
史
を
問
わ
ず
、

広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
漢
文
学
の
知
識
を
吸
収
し
た
の
で
あ
る
。
漢
文
学
の
学
習

は
、
夏
目
漱
石
が
「
文
を
以
っ
て
身
を
立
て
る
」
の
を
志
望
し
た
直
接
な
原
因
で

あ
り
、
彼
が
後
で
英
文
学
を
専
攻
に
し
た
の
も
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
三
十
八
歳
の
時
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に

出
世
作
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
発
表
し
て
文
名
を
高
め
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が

作
家
に
な
ろ
う
と
決
心
し
た
の
は
デ
ビ
ュ
ー
ほ
ど
遅
く
は
な
か
っ
た
。
「
十
五
六
歳

の
頃
は
、
漢
書
や
小
説
な
ど
を
讃
ん
で
、
文
學
と
い
う
も
の
を
面
白
く
感
じ
、
自

分
も
や
っ
て
見
よ
う
と
い
う
氣
が
し
た
」
（
『
処
女
作
追
懐
談
』
）
と
、
夏
目
漱
石
は

当
時
の
自
分
の
心
境
を
語
っ
た
。
実
は
彼
の
志
望
は
ま
わ
り
の
入
に
反
対
さ
れ
、

文
学
は
職
業
に
は
な
ら
な
い
と
叱
責
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
⑥

　
夏
目
漱
石
は
趣
味
と
し
て
本
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、
本
格
的
且

つ
正
統
な
漢
学
の
教
育
を
も
受
け
た
。
彼
が
「
二
王
学
舎
に
在
籍
し
た
正
確
な
時

期
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
の
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
、
明
治
十
四
年
の
四
月

頃
か
ら
十
五
年
の
三
月
頃
ま
で
二
松
学
舎
に
学
ん
だ
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
。
⑦
二

松
学
舎
に
入
る
前
に
、
市
谷
学
校
で
の
同
窓
島
裕
友
輔
の
父
親
で
あ
る
画
家
島
広

崎
酔
山
が
開
い
た
漢
学
塾
に
通
っ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
当
に
漢
文

学
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
の
は
や
は
り
富
松
学
舎
の
時
期
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

佐
古
純
一
郎
の
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
夏
目
漱
石
が
在
学
し
た
時
の
講
義
の

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

三
級
第
三
課

三
級
第
二
二

三
級
第
一
課

二
級
第
三
課

二
級
第
二
課

二
級
第
一
課

一
級
第
三
課

一
級
第
二
課

↓
唐
言
一
骨

日
本
外
史
、
日
本
政
記
、
十
八
史
略
、
国
史
略
、

靖
献
遺
言
、
蒙
求
、
文
章
軌
範
。

唐
詩
選
、
皇
朝
史
略
、
古
文
真
宝
、
復
文
。

孟
子
、
史
記
、
文
章
軌
範
、
三
体
詩
、
論
語
。

論
語
、
唐
宋
八
家
文
、
前
後
漢
書
。

春
秋
左
氏
伝
、
孝
経
、
大
学
。

朝
非
子
、
国
語
、
戦
国
策
、
中
庸
、
荘
子
。

詩
経
、
孫
子
、
文
選
、
荘
子
、
書
髭
、
近
思
録
、

容
易
、
礼
記
、
老
子
、
墨
子
、
明
律
、
令
義
解
。

小
学
。

筍
子
。

当
時
の
二
言
学
舎
で
こ
れ
だ
け
の
分
量
の
難
し
い
科
目
を
設
け
た
こ
と
に
は
、
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誠
に
感
心
し
て
や
ま
な
い
。
夏
目
漱
石
が
三
級
第
一
課
に
入
学
し
た
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
、
彼
は
漢
文
学
の
基
礎
知
識
を
体
系
的
に
学
習
し
、
実
際
の
習

作
も
た
く
さ
ん
し
た
の
で
あ
る
。
「
作
詩
文
が
必
修
科
目
で
あ
り
、
毎
月
三
回
、
そ

れ
も
五
日
と
十
五
日
と
二
十
五
日
に
決
め
ら
れ
て
、
文
一
題
と
詩
二
題
以
上
が
出

題
さ
れ
て
い
た
。
し
⑧
も
し
、
こ
の
時
期
の
よ
う
な
厳
し
い
文
章
作
法
の
指
導
を
受

け
な
か
っ
た
ら
、
夏
目
漱
石
は
人
口
に
膳
訳
す
る
よ
う
な
漢
文
や
漢
詩
が
書
け
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
芥
川
龍
之
介
も
早
く
古
典
に
接
触
し
た
が
、
夏
目
漱
石
の
よ
う
な

本
格
的
な
漢
文
学
の
教
育
は
受
け
な
か
っ
た
。
資
料
に
よ
っ
て
は
た
し
ょ
う
時
間

の
ず
れ
が
あ
る
が
、
芥
川
龍
之
介
は
だ
い
た
い
明
治
三
十
一
年
あ
る
い
は
三
十
二

年
頃
、
一
家
の
一
中
節
の
師
匠
宇
治
紫
山
の
一
人
息
子
大
野
勘
一
に
英
語
、
漢
文
、

習
字
を
習
い
に
相
生
町
に
通
い
始
め
た
と
い
う
。
英
語
は
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ

ー
ダ
ー
』
で
あ
り
、
漢
文
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
を
使
用

し
た
。
こ
こ
で
改
め
て
注
目
す
る
必
要
の
あ
る
の
は
、
芥
川
龍
之
介
が
啓
蒙
教
育

の
段
階
か
ら
東
西
の
も
の
を
同
時
に
習
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
個
人
の

好
み
の
違
い
よ
り
も
、
二
十
五
年
も
の
時
代
の
差
異
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
芥
川
龍
之
介
は
頭
が
良
く
て
閲
読
能
力
も
強
か
っ
た
ろ
う
。
彼
は
か
な
り
小

さ
い
時
か
ら
自
発
的
に
本
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
。
家
に
あ
っ
た
『
釈
迦
八
相
倭
文

庫
』
、
『
童
謡
妙
々
車
』
な
ど
の
草
双
紙
類
や
近
く
の
本
屋
の
翻
訳
書
な
ど
も
貧
る

よ
う
に
読
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
中
で
、
本
当
に
古
典
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
は
や

は
り
中
国
文
学
作
品
の
翻
案
と
和
訳
本
で
あ
っ
た
。
芥
川
龍
之
介
は
後
で
『
愛
讃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

書
の
印
象
』
の
中
で
、
　
「
子
供
の
時
の
愛
讃
書
は
「
西
遊
記
」
が
第
一
で
あ
る
。

こ
れ
等
は
今
日
で
も
僕
の
愛
心
書
で
あ
る
。
比
喩
談
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
傑
作
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
　
　
　

西
洋
に
は
一
つ
も
な
い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
名
高
い
バ
ン
ヤ
ン
の
「
天
路
歴
程
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

な
ど
も
到
底
こ
の
「
西
遊
記
」
の
敵
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
「
水
深
傅
」
も
愛
讃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　

書
の
｝
つ
で
あ
る
。
こ
れ
も
今
以
て
愛
讃
し
て
み
る
。
一
時
は
「
水
濤
傅
」
の
中

の
一
百
八
入
の
豪
傑
の
名
前
を
悉
く
暗
記
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
分
で

も
押
川
春
浪
氏
の
冒
瞼
小
説
や
何
か
よ
り
も
こ
の
「
水
書
傅
」
だ
の
「
西
遊
記
し

だ
の
と
い
ふ
方
が
遥
に
僕
に
面
自
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。
言
葉
は
多
く
は
な
い
が

芥
川
龍
之
介
の
漢
文
学
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
の

こ
の
よ
う
な
気
持
は
青
年
に
な
っ
た
後
も
変
ら
な
か
っ
た
。
大
正
二
年
（
一
九
一

三
）
七
月
二
十
二
日
に
藤
岡
蔵
之
へ
の
手
紙
の
中
で
、
　
「
街
着
は
少
し
よ
ん
だ
よ

ん
だ
と
云
ふ
中
に
は
古
ぼ
け
た
虞
初
新
誌
や
勢
燈
新
話
や
五
才
子
心
（
水
濤
伝

の
こ
と
）
や
金
瓶
梅
の
や
う
な
小
説
が
多
い
横
文
字
の
本
は
殆
よ
ま
な
か
っ
た
し

と
書
い
た
。

　
考
え
て
み
る
と
、
夏
目
漱
石
も
芥
川
龍
之
介
も
若
い
時
の
読
書
の
趣
昧
は
ほ
と

ん
ど
東
洋
的
な
も
の
に
、
特
に
漢
文
挙
に
集
中
し
て
い
た
と
で
も
言
え
よ
う
。
二

人
は
後
で
み
な
英
文
科
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て

こ
の
進
路
を
決
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
大
き
な
力
を
持
っ
た
時
勢
に
そ
う
さ
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
『
木
屑
集
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
　
コ
…
：
未
読
果

志
。
而
時
勢
一
言
、
余
挟
蟹
行
書
上
郷
校
。
」
（
…
…
末
だ
志
を
果
す
こ
と
能
は
ず
。

而
し
て
時
勢
一
変
し
、
余
蟹
行
の
書
を
挟
ん
で
郷
校
に
上
れ
り
。
）
「
漢
籍
許
り
讃

ん
で
文
明
開
花
の
世
に
漢
二
者
に
な
っ
た
虞
が
仕
方
な
し
」
（
『
落
第
』
）
と
嘆
い
た

夏
目
漱
石
は
、
運
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
相
当
海
や
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
夏
目
漱
石
と
芥
川
龍
之
介
は
二
人
と
も
漢
文
学
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
。
し

か
し
、
両
者
の
愛
読
し
た
書
籍
の
内
容
は
だ
い
ぶ
違
う
よ
う
で
あ
る
。
一
方
は
春

秋
左
氏
伝
、
国
語
、
史
記
、
漢
書
な
ど
の
よ
う
な
列
国
征
戦
、
政
権
推
移
の
史
実

と
歴
史
人
物
群
像
を
描
い
た
史
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
は
西
遊
記
、

水
虚
伝
、
虞
初
新
誌
、
下
々
新
話
、
金
鋸
梅
な
ど
の
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
虚
構
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
文
芸
書
で
あ
る
。
昔
か
ら
、
中
国
で
は
史
書
を
重
視
し
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
文
芸
書
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
娯
楽
本
意
と
さ
れ
る
志
怪
伝

奇
な
ど
の
小
説
は
と
て
も
正
統
の
学
域
に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
好
色
文
学

5
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の
最
た
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
た
金
瓶
梅
は
露
骨
な
性
欲
描
写
の
た
め
に
幾
度
も

発
禁
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
勢
無
為
話
も
風
俗
に
害
が
あ
り
と
し
て
一
四
四
二

年
に
禁
野
の
厄
に
遭
っ
た
と
い
う
。
先
に
あ
げ
た
二
戸
学
舎
の
教
科
内
容
か
ら
、

明
治
時
代
の
日
本
の
漢
学
教
育
は
本
場
の
漢
学
教
育
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
た

こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
勿
論
、
夏
目
漱
石
が
言
っ
た
「
左
国
史
漢
」
は
具
体
的
な

作
品
名
よ
り
も
、
中
国
文
学
全
体
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
。
　
「
唐
墨
千
言
」
も
漢
詩
全
体
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ

う
。
夏
目
漱
石
は
き
っ
と
数
多
く
の
中
国
古
典
文
学
作
品
を
読
破
し
た
に
相
違
な

い
が
、
芥
川
の
青
、
少
年
時
代
に
親
ん
で
い
た
よ
う
な
小
説
で
「
立
身
」
し
ょ
う

と
し
た
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
。

　
い
っ
た
い
、
漢
文
学
の
何
が
夏
目
漱
石
と
芥
川
龍
之
介
を
魅
了
し
た
か
、
こ
れ

は
一
言
、
二
言
で
は
解
答
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
二
人
の
後
年
の
文
章
と
談

話
に
答
案
が
求
め
ら
れ
る
。
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
↓
月
一
日
に
、
芥
川
龍
之

介
は
雑
誌
『
文
章
倶
楽
部
』
に
『
漢
文
漢
詩
の
面
白
味
』
と
い
う
短
か
い
文
章
を

発
表
し
た
。
こ
れ
は
「
漢
詩
漢
文
を
読
ん
で
利
益
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
雑

誌
の
記
者
の
質
問
に
応
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
漢
詩
漢
文
を
讃
ん
で
利

益
が
あ
る
か
ど
う
か
？
私
は
利
益
が
あ
る
と
思
ふ
。
我
々
の
使
っ
て
み
る
日
本
語

は
、
た
と
ひ
春
蘭
西
語
の
拉
旬
語
に
於
け
る
関
係
は
な
く
と
も
、
可
成
支
那
語
の

恩
を
受
け
て
み
る
。
こ
れ
は
何
も
我
々
が
漢
字
を
使
っ
て
み
る
か
ら
と
云
ふ
ば
か

り
じ
ゃ
な
い
。
漢
字
が
羅
馬
字
に
な
っ
た
所
が
、
遠
い
過
去
か
ら
積
ん
で
来
た
支

那
語
流
の
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
や
っ
ぱ
り
日
本
語
の
中
に
残
っ
て
み
る
。

だ
か
ら
漢
詩
漢
文
を
読
む
と
云
ふ
事
は
、
過
去
の
日
本
文
学
を
鑑
賞
す
る
上
に
も

利
益
が
あ
る
だ
ら
う
し
、
現
在
の
日
本
文
学
を
創
造
す
る
上
に
も
利
益
が
あ
る
だ

ら
う
と
思
ふ
。
」
文
字
と
表
現
の
視
点
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
は
鑑
賞
に
お
い
て
も
、

創
作
に
お
い
て
も
利
益
が
あ
る
と
い
う
か
な
り
肯
定
的
な
評
価
を
出
し
た
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
芥
川
龍
之
介
自
身
の
実
感
で
あ
ろ
う
。
　
「
漢
文
漢
詩
は
一
様
に
み
ん

な
極
大
雑
把
な
枯
淡
の
文
字
の
よ
う
に
思
は
れ
て
る
る
。
し
か
し
實
際
は
大
雑
把

ど
こ
ろ
か
、
頗
る
細
な
神
経
の
働
い
て
み
る
作
品
も
少
く
な
い
。
し
「
そ
れ
か
ら
拝

情
詩
的
な
感
情
は
、
漢
詩
に
縁
が
薄
い
や
う
に
思
は
れ
て
る
る
が
、
こ
れ
亦
召
し

も
さ
う
で
は
な
い
」
と
、
芥
川
龍
之
介
は
高
青
郎
、
韓
催
、
孫
子
瀟
、
趙
磁
北
、

杜
甫
の
詩
を
例
に
あ
げ
て
、
漢
詩
の
良
さ
を
説
明
し
た
。
結
論
と
し
て
「
決
し
て

一
概
に
輕
蔑
し
て
然
る
べ
き
も
の
ち
ゃ
な
い
。
」
「
我
々
の
當
に
学
ぶ
可
き
事
が
思

ひ
の
外
多
く
は
な
い
か
と
思
ふ
」
と
指
摘
し
た
。
芥
川
龍
之
介
の
言
葉
の
中
に
は
、

当
時
の
西
洋
崇
拝
の
世
態
と
「
西
」
に
偏
っ
た
文
壇
に
対
す
る
不
満
も
含
ま
れ
て

い
た
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
夏
目
漱
石
は
断
片
で
は
あ
る
が
、
何
度
も
漢
詩
文
の
魅
力
を
語
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
　
「
長
々
し
く
叙
景
の
筆
を
弄
し
た
も
の
よ
り
も
、
漢
語
や
俳
旬
な
ど
で
、
一

寸
一
句
に
そ
の
中
心
点
を
つ
ま
ん
で
書
い
た
も
の
に
、
多
大
の
聯
想
を
ふ
く
ん
だ
、

韻
致
の
多
い
も
の
が
あ
る
。
」
（
『
自
然
を
出
す
文
章
』
）
　
「
自
分
は
和
文
の
や
う

な
柔
か
い
だ
ら
く
し
た
も
の
は
嫌
ひ
で
、
漢
文
の
や
う
な
強
い
力
の
あ
る
、
即

ち
雄
勤
な
も
の
が
好
き
だ
。
」
（
『
余
が
文
章
に
稗
益
せ
し
書
籍
』
）
夏
目
漱
石
は
漢

文
学
の
簡
潔
で
余
韻
の
あ
る
言
葉
と
雄
直
な
文
体
が
大
変
気
に
入
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
の
好
き
な
の
は
た
だ
形
式
上
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ

と
漢
文
学
の
内
容
を
愛
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
吉
田
精
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

夏
目
漱
石
の
場
合
の
「
東
洋
」
は
「
主
と
し
て
中
国
を
意
味
す
る
。
自
国
の
伝
統

的
詩
文
や
思
想
の
影
響
は
、
俳
門
を
つ
く
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
案
外
深
く

な
い
。
　
『
方
丈
記
』
の
英
訳
な
ど
を
試
み
て
は
い
る
が
、
美
術
を
除
く
国
文
学
古

典
に
つ
い
て
は
軽
視
し
て
い
た
。
　
『
万
葉
集
』
や
5
源
氏
物
語
』
を
通
読
し
て
い

た
か
も
疑
わ
し
い
。
」
⑨

　
漢
文
学
は
夏
目
漱
石
の
文
学
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
う
。
前
に
引
用

し
た
よ
う
に
、
彼
は
「
文
学
は
斯
く
の
如
き
者
な
り
と
の
定
義
を
漠
然
と
冥
々
裏

に
左
国
史
漢
よ
り
得
た
り
。
」
そ
し
て
英
文
学
も
漢
文
学
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
か

5
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と
考
え
て
、
　
「
生
涯
を
挙
げ
て
之
を
学
ぶ
も
、
あ
な
が
ち
に
悔
ゆ
る
こ
と
な
か
る

べ
し
と
」
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
昔
な
が
ら
中
国
人
は
、
文
章
が
「
経
世
済
民
」

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
　
『
史
記
』
の
作
者

司
馬
遷
も
こ
の
種
の
文
学
観
の
代
表
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
『
二
世
少
卿
書
』

の
中
で
自
分
の
こ
の
よ
う
主
張
を
は
っ
き
り
と
述
べ
た
。
古
代
中
国
人
の
文
学
観

は
平
安
時
代
に
す
で
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
日
本
の
最
初
の
勅
撰
の
漢
詩
集

巻
首
の
小
野
零
守
の
序
に
、
魏
文
帝
の
『
典
論
・
論
文
』
か
ら
、
文
章
「
経
国
之

大
業
、
不
朽
之
盛
事
。
年
寿
有
時
而
尽
、
栄
楽
密
書
其
身
」
と
い
う
言
葉
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
な
ど
の
初
期
の
作
品

に
あ
る
文
明
批
評
の
精
神
と
、
死
ぬ
ま
で
「
則
天
去
私
」
を
追
求
す
る
態
度
か
ら

見
る
と
、
夏
目
漱
石
の
文
学
観
は
「
経
国
済
民
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

に
近
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
『
木
屑
録
』
の
表
紙
に
、
夏
目
漱
石
は
「
漱
石
頑
夫
」

⑩
と
い
う
筆
名
を
使
っ
た
。
「
漱
石
」
二
字
は
中
国
の
『
晋
書
・
孫
愈
愈
』
の
「

所
以
枕
流
況
密
命
耳
、
所
以
漱
石
欲
砺
其
歯
」
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
頑
夫
」

二
字
は
、
彼
の
性
格
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
　
『
木
屑
録
』
の
一
番
最
後
の
と
こ

ろ
に
、
夏
目
漱
石
は
漢
詩
を
］
首
記
し
た
。

　
　
　
自
嘲
書
木
屑
録
後

白
眼
甘
期
與
世
疎

狂
愚
亦
願
買
嘉
讐

為
畿
時
輩
背
時
勢

隠
逸
古
人
封
古
書

才
似
老
胎
要
覧
験

識
如
秋
蜆
薄
兼
虚

像
藏
一
片
燗
難
癖

品
水
評
山
臥
草
盧

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）

白
眼
甘
ん
じ
て
期
す
世
と
疎
な
る
を

狂
愚
亦
嘉
誉
を
買
う
に
面
し

時
輩
を
機
ら
ん
が
為
に
時
勢
に
背
き

古
人
を
罵
ら
ん
と
欲
し
て
古
書
に
対
す

才
は
五
型
に
似
て
駕
に
し
て
且
つ
験

識
は
秋
鋭
の
如
く
薄
に
し
て
虚
を
兼
ね

唯
だ
一
片
姻
霞
の
癖
を
朝
し

水
を
零
し
山
を
評
し
て
草
盧
に
臥
す

　
　
　
九
月
、
紀
行
漢
詩
文
集
を
書
い
た
時
、

夏
目
漱

石
は
ま
だ
わ
ず
か
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
與
世
疎
」
　
「
背
時
勢
」

と
い
う
俗
世
に
対
す
る
反
逆
精
神
と
、
　
「
草
鷹
」
　
「
姻
霞
」
に
対
す
る
愛
着
を
終

生
忘
却
し
な
か
っ
た
彼
は
立
派
な
行
動
で
自
己
の
信
条
を
守
り
ぬ
い
た
。
彼
が
明

治
四
〇
年
（
一
九
〇
九
）
三
月
帝
国
大
挙
に
辞
表
を
出
し
て
朝
日
新
聞
に
入
社
す
る

決
意
を
し
た
こ
と
や
明
治
四
十
四
年
（
一
九
＝
）
二
月
文
部
省
か
ら
の
文
学
博

士
号
授
与
を
辞
退
し
た
こ
と
な
ど
は
、
も
う
誰
で
も
知
っ
て
い
る
佳
話
に
な
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
近
代
作
家
の
中
で
、
夏
目
漱
石
の
漢
詩
文
は
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
と
思

う
。
彼
の
小
説
は
不
思
議
な
生
命
力
が
あ
っ
て
、
A
7
日
で
も
数
え
き
れ
な
い
愛
読

者
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
　
彼
の
漢
詩
は
彼
の
小
説
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
て
い

な
い
。
彼
の
漢
文
と
き
た
ら
、
知
っ
て
い
る
人
は
も
っ
と
少
な
い
。
こ
れ
は
大
変

残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
は
生
前
ど
れ
だ
け
漢
詩
文
を
書
い
た
か
は
っ
き

り
分
か
ら
な
い
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
二
百
七
首
の
漢
詩
と
五
篇
の
漢
文
で

あ
る
。
（
『
正
成
論
』
は
純
粋
な
漢
文
で
は
な
く
、
仮
名
交
じ
り
の
漢
文
体
作
文
で

あ
る
。
漢
文
の
中
に
入
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。
）
現
存
の
最
初
漢
詩
は
『
鴻
壼
』
と
い

う
七
言
絶
旬
で
あ
る
。

　
鴻
壷
冒
暁
訪
暉
扉
　
⑪
鴻
台
暁
を
冒
し
て
暉
扉
を
訪
う

　
弧
磐
沈
沈
断
綾
微
　
　
弧
磐
沈
沈
断
続
し
て
微
か
な
り

　
一
叩
一
推
人
不
答
　
　
一
叩
一
推
人
答
え
ず

　
驚
鴉
擦
齪
掠
門
飛
　
　
驚
鴉
捺
乱
門
を
掠
め
て
飛
ぶ

　
「
推
敲
」
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
て
、
早
朝
禅
寺
を
訪
れ
る
時
の
静
か
な
情
景

を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
習
作
の
詩
な
の
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
鼠
壁
は
な
い
が
、
作
者

の
名
前
を
読
ま
な
い
と
、
日
本
人
の
作
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
竹
内
実
の

言
葉
を
借
り
て
言
う
と
、
　
「
和
臭
」
が
な
い
。
夏
目
漱
石
の
漢
詩
の
代
表
作
は
、

や
は
り
『
明
暗
』
時
代
の
詩
か
ら
選
ば
な
け
れ
だ
な
ら
な
い
。
　
『
明
暗
』
を
書
く

か
た
わ
ら
、
漱
石
は
詩
作
に
も
相
当
の
力
を
入
れ
て
、
七
十
五
首
も
の
七
言
律
詩
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を
書
い
た
。
彼
は
久
米
正
雄
、
芥
川
龍
之
介
宛
の
手
紙
に
、
　
、
僕
は
不
相
観
『
明

暗
』
を
午
前
中
書
い
て
ゐ
ま
す
。
L
「
夫
で
も
毎
日
百
回
近
く
も
あ
ん
な
事
を
書
い

て
み
る
と
大
い
に
俗
了
さ
れ
た
心
持
に
な
り
ま
す
の
で
三
四
日
前
か
ら
午
後
の
日

課
と
し
て
漢
詩
を
作
り
ま
す
。
日
に
一
つ
位
で
す
。
さ
う
し
て
七
言
律
で
す
。
中

々
出
来
ま
せ
ん
。
厭
に
な
れ
ば
す
ぐ
嵩
め
る
の
だ
か
ら
い
く
つ
出
来
る
か
分
り
ま

せ
ん
」
と
書
い
た
。
後
年
に
芥
川
龍
之
介
は
夏
目
漱
石
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、

次
の
よ
う
に
書
い
た
。
　
「
最
も
仕
事
に
熱
中
さ
れ
た
の
は
『
行
書
』
の
時
と
『
明

暗
』
の
時
で
、
朝
の
九
時
頃
か
ら
午
後
の
六
時
頃
ま
で
ぶ
つ
通
し
書
か
れ
た
こ
と

も
珍
ら
し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
例
外
で
、
午
後
は
仕
事
を
き
り
上
げ
て

詩
作
に
耽
け
ら
れ
た
。
詩
と
言
っ
て
も
新
体
詩
で
は
な
く
漢
詩
で
す
。
漢
詩
と
言

ふ
奴
は
（
　
私
な
ど
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
）
韻
な
ど
・
い
ふ
六
ケ
早
い

約
束
事
が
あ
っ
て
仲
々
面
倒
臭
く
、
漱
石
先
生
も
よ
程
そ
の
詩
作
が
苦
し
か
っ
た

と
見
、
う
ん
く
稔
っ
て
、
七
言
絶
句
や
五
絶
を
一
つ
か
二
つ
も
の
し
た
も
の
で

す
が
そ
の
詩
作
最
中
の
先
生
と
来
た
ら
迎
も
よ
り
つ
き
難
い
む
つ
か
し
顔
を
し
て

み
た
も
の
で
す
。
」
夏
目
漱
石
の
詩
作
の
態
度
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
文
章
な
の

で
、
少
し
長
く
引
用
し
た
。
詩
作
は
夏
目
漱
石
に
と
っ
て
、
け
っ
し
て
道
楽
で
は

な
い
。
彼
は
精
神
俗
化
を
防
止
す
る
日
課
と
し
て
詩
を
作
っ
た
。
読
者
の
要
望
に

応
じ
て
書
い
た
小
説
と
違
っ
て
、
漱
石
の
漢
詩
は
ほ
と
ん
ど
自
分
や
親
友
の
た
め

に
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
日
記
の
よ
う
に
、
自
分
の
内
面
世
界
の

も
の
は
も
っ
と
も
多
く
漢
詩
の
中
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
　
『
明
暗
』
と
平
行
し
て

書
か
れ
た
漢
詩
は
、
　
『
明
暗
』
を
理
解
す
る
た
め
の
カ
ギ
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
の
詩
は
漱
石
の
人
生
の
最
後
の
漢
詩
で
あ
り
、
大
正
五
年
（
一
九
↓
六
）
十

一
月
二
十
日
の
作
で
あ
る
。

　
　
無
題

真
義
献
奏
杳
難
尋

⑫
真
躍
寂
奏
杳
と
し
て
尋
ね
難
し

欲
抱
虚
宿
歩
古
今

碧
水
碧
山
何
有
我

蓋
天
蓋
地
是
無
心

依
稀
暮
色
手
離
草

堂
落
秋
聲
風
在
林

眼
耳
岩
脇
寄
客
失

空
中
濁
唱
白
雲
吟

　
人
間
は
自
分
の
死
を
と
て
も
予
知
す
る
こ
と
カ
で
き
な
い
カ
、

漱
石
自
身
の
死
を
予
告
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

ジ
も
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
る
詩
で
あ
る
。

　
夏
目
漱
石
の
漢
詩
は
明
治
漢
詩
壇
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
し
、
彼
の

漢
文
も
明
治
時
代
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
『
正
成
論
』
は
明
治
十
一
年
（
］

八
七
八
）
二
月
、
友
入
と
の
回
覧
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
『
観
菊
花

憶
意
』
は
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
の
作
で
あ
り
、
　
『
七
艸
品
評
』
　
『
居
移
気

説
』
、
　
『
木
屑
録
』
は
い
ず
れ
も
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
作
で
あ
る
。

］
年
間
に
三
つ
の
漢
文
を
創
作
し
た
の
は
子
規
と
の
知
り
合
い
と
大
き
な
関
係
が

あ
る
。
子
規
が
自
作
の
『
七
艸
集
』
を
友
人
に
回
覧
し
て
批
評
を
求
め
た
の
に
応

え
て
、
漱
石
は
漢
文
で
『
七
艸
集
評
』
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
漱
石
は
自

分
の
漢
文
に
相
当
自
信
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
年
の
九
月
に
、
漱
石
も
自

分
の
紀
行
漢
詩
文
集
『
木
屑
集
』
を
子
規
に
見
せ
て
批
評
を
も
ら
っ
た
。
子
規
は

漱
石
の
文
オ
に
大
変
驚
い
て
、
　
「
先
天
之
性
」
、
「
千
萬
年
一
人
」
と
い
う
よ
う
な

言
葉
を
使
っ
て
漱
石
を
褒
め
た
。
確
か
に
子
規
が
賛
坐
し
た
よ
う
に
、
漱
石
の
漢

文
は
み
ご
と
な
も
の
で
あ
る
。
　
『
観
菊
花
偶
記
』
も
な
か
な
か
の
秀
作
で
あ
る
。

客
が
菊
の
人
工
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
形
を
非
難
す
る
と
、
　
「
花
を
養
う
者
」
は
話

題
を
巧
妙
に
転
じ
て
、
士
人
の
節
操
と
道
義
の
こ
と
を
論
じ
た
。

　
…
…
士
則
不
然
利
緑
不
臓
器
有
自
曲
其
性
者
焉
爵
位
不
急
而
有
自
讃
其
聾
者
焉

虚
懐
を
抱
い
て
古
今
を
歩
ま
ん
と
欲
す

碧
水
碧
山
何
ぞ
我
有
ら
ん

蓋
天
蓋
地
昇
れ
無
心

依
稀
た
る
暮
色
月
草
を
離
れ

錯
落
た
る
秋
声
風
林
に
在
り

眼
耳
双
つ
な
が
ら
忘
じ
て
身
様
失
し

空
中
に
独
り
唱
う
白
雲
の
吟

　
　
　
　
　
　
　
　
§
　
　
　
　
．
、
　
尾
聯
の
二
句
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
則
天
去
私
」
の
イ
メ
i
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不
甚
哉
哉
夫
士
者
世
甲
所
秒
式
而
尊
敬
者
也
而
今
津
此
何
猫
型
於
書
誤
（
士
に
至

れ
ば
、
則
ち
然
ら
ず
。
利
禄
は
誘
わ
ず
し
て
、
自
ら
其
の
性
を
曲
げ
る
者
有
り
。

爵
位
は
餌
せ
ず
し
て
、
自
ら
其
の
天
を
屈
す
る
者
有
り
。
甚
だ
し
か
ら
ず
や
。
哉

　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ニ
う
し
ょ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

め
夫
れ
士
は
世
の
衿
式
し
て
尊
敬
す
る
所
の
者
な
り
。
而
し
て
A
7
、
此
の
如
し
。

何
ぞ
独
り
此
の
技
を
怪
し
ま
ん
や
。
）
⑬

　
利
欲
の
た
め
に
「
曲
其
性
」
「
屈
其
天
」
の
士
人
の
醜
態
に
対
す
る
辛
辣
な
批
判
は
、

ま
っ
た
く
漱
石
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
。
私
欲
を
憎
む
彼
の
気
持
は
こ
の
世
を

去
る
ま
で
一
向
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
観
菊
花
偶
記
』
を
読
ん
で
、
す

ぐ
想
起
し
た
の
は
中
国
の
明
代
の
劉
基
が
書
い
た
『
誠
意
伯
集
・
費
橘
者
言
』
で

あ
る
。
相
手
の
人
か
ら
、
橘
の
質
が
悪
い
と
い
う
文
句
を
聞
い
て
、
売
手
は
す
ぐ

反
駁
し
た
。
　
「
観
其
坐
高
堂
、
騎
大
馬
、
酔
醇
醗
而
飢
肥
鮮
者
、
敦
不
魏
魏
乎
可

畏
、
赫
赫
乎
可
象
。
又
何
往
而
不
金
玉
当
外
、
敗
蝉
吟
中
也
哉
！
」
こ
こ
で
、
劉

基
は
、
立
派
な
恰
好
を
つ
け
て
い
る
が
心
が
腐
っ
た
士
人
、
官
史
を
手
厳
し
く
批

判
し
た
わ
け
で
あ
る
。
『
観
菊
花
偶
記
』
と
『
誠
意
伯
集
・
費
橘
者
言
』
は
文
章
展

開
の
方
式
と
主
題
が
非
常
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
の
偶
然
な
…
致
で
あ
る

が
、
漱
石
の
漢
文
は
い
か
に
漢
文
ら
し
い
漢
文
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
芥
川
龍
之
介
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
二
月
初
旬
、
級
友
林
原
耕
三
の
紹

介
で
、
夏
目
漱
石
を
尋
ね
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
漱
石
が
な
く
な
る
ま
で
、
一
年

間
ぐ
ら
い
漱
石
に
師
事
し
て
い
た
。
芥
川
龍
之
介
に
と
っ
て
、
夏
目
漱
石
は
文
学

の
育
て
親
で
あ
る
。
彼
は
漱
石
の
励
ま
し
と
称
賛
を
受
け
な
が
ら
文
壇
に
遭
訂
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
な
文
学
に
同
調
し
な
い
点
に
お
い
て
は
、
二
人

は
一
致
し
て
い
る
が
、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
漱
石
文
学
の
影
響
が
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
の
が
事
実
な
よ
う
で
あ
る
。
漢
文
学
の
受
容
の
方
式
に
お
い
て
も
、
二
人

は
だ
い
ぶ
異
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
芥
川
龍
之
介
も
漢
詩
を
書
き
、
褒
め
ら
れ
た

こ
と
も
あ
る
が
、
量
に
お
い
て
も
、
質
に
お
い
て
も
、
と
て
も
漱
石
に
は
及
ば
な

い
と
思
う
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
八
月
二
十
三
日
付
、
井
川
良
筆
の
書
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
　
ね

四
首
の
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の
「
波
根
村
路
」
が
そ
の
中
の
】
つ
で
あ
る
。

　
倦
馬
貧
村
路
　
　
　
里
馬
貧
村
の
路

　
冷
煙
七
八
家
　
　
　
冷
煙
七
八
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
　
へ
い

　
伶
繋
累
客
意
　
　
　
伶
鰐
孤
客
の
意

　
愁
見
木
綿
花
　
　
　
愁
い
て
見
る
木
綿
の
花

　
こ
れ
は
芥
川
龍
之
介
が
作
っ
た
数
少
な
い
漢
詩
の
中
で
、
と
て
も
良
い
も
の
だ

と
思
う
。
中
国
元
代
の
劇
作
家
馬
具
遠
の
作
品
と
さ
れ
る
『
越
調
・
天
浄
沙
・
秋
思
』

の
詩
境
に
匹
敵
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

葛
藤
老
樹
昏
鴉

小
橋
流
水
入
家

古
道
西
風
痩
馬

夕
陽
西
下

断
腸
人
吉
天
涯

枯
藤
老
樹
寄
れ
が
た
の
鴉

小
橋
流
水
に
人
家
あ
り

古
道
西
風
に
痩
せ
し
馬

夕
陽
は
西
に
下
ち

断
腸
の
人
天
涯
に
在
り

　
異
郷
の
地
に
い
る
旅
人
の
愁
い
を
描
い
た
こ
の
作
は
数
百
年
来
、
か
な
り
高
い

評
価
を
受
け
て
い
る
。
清
末
民
国
初
年
の
文
人
王
国
維
（
一
八
七
七
1
｝
九
二
七
）

は
「
蓼
蓼
語
語
、
深
得
唐
言
絶
学
妙
境
」
（
わ
ず
か
な
言
葉
で
聖
代
詩
人
の
絶
旬
の

妙
境
を
描
い
た
）
と
最
大
級
の
賛
辞
を
使
っ
た
。
馬
致
遠
が
動
詞
を
使
用
せ
ず
に
、

幾
つ
か
の
名
詞
だ
け
で
、
寒
村
の
夕
方
の
寂
し
い
風
景
を
描
写
し
た
と
こ
ろ
は
、

後
入
に
手
本
と
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
が
馬
致
遠
の
詩
を
真
似
た
と
断
定
す

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
「
黒
馬
貧
村
路
　
与
論
七
八
家
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
馬
致
遠

の
詩
境
と
相
当
似
て
い
る
。
漢
詩
は
芥
川
龍
之
介
に
と
っ
て
、
余
技
に
す
ぎ
な
い

が
、
大
正
作
家
に
し
て
は
、
彼
の
漢
詩
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
芥
川

龍
之
介
は
漱
石
と
違
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
漢
文
を
書
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
当
時
、

お
そ
ら
く
そ
ん
な
も
の
を
書
い
て
も
読
む
人
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
芥
川
龍

之
介
に
お
け
る
漢
文
学
受
容
の
大
き
な
特
徴
は
、
や
は
り
中
国
の
古
典
か
ら
素
材

を
取
っ
て
作
品
を
書
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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曲

維

　
芥
川
龍
之
介
は
百
篇
あ
ま
り
の
短
篇
小
説
を
残
し
た
。
そ
の
中
で
、
十
分
の
　

ぐ
ら
い
の
も
の
は
、
中
国
の
古
典
か
ら
材
料
を
取
る
か
、
中
国
を
舞
台
に
し
て
書

か
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
古
典
に
材
を
得
た
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
○
酒
虫
　
　
大
正
五
年
六
月
『
新
思
潮
』
　
『
聯
斎
志
異
』
巻
十
四
「
酒
虫
」

　
○
仙
人
　
　
大
正
五
年
八
月
『
新
思
潮
』

　
○
黄
梁
夢
　
大
正
六
年
十
月
　
発
表
誌
不
詳
　
沈
既
済
『
枕
中
記
』

（
○
英
雄
の
器
　
大
正
六
年
十
】
月
？
『
人
文
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
『
通
俗
漢
楚
軍
談
』
巻
十
二

　
〇
首
が
落
ち
ば
話
　
大
正
七
年
一
月
『
新
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
柳
斎
志
異
』
巻
三
「
諸
城
某
甲
」

　
○
杜
子
春
　
大
正
九
年
七
月
置
赤
い
鳥
』
　
鄭
還
古
「
杜
臨
写
伝
」

　
○
仙
人
　
　
大
正
十
一
年
四
月
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
　
『
聯
斎
忌
異
』
巻
一

　
　
　
　
　
　
「
労
山
道
士
」

　
右
の
う
ち
（
　
）
内
に
入
れ
た
も
の
は
、
直
接
中
国
古
典
か
ら
と
っ
た
も
の
で

な
く
そ
の
日
本
語
版
を
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
⑭

　
芥
川
龍
之
介
は
よ
く
「
鬼
才
作
家
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
凡
非
な
才

能
と
作
品
に
漂
う
非
人
世
的
な
雰
囲
気
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
。
彼
の

こ
の
作
風
に
は
『
聯
斎
志
異
』
、
『
勢
燈
新
語
』
な
ど
の
中
国
志
怪
伝
奇
小
説
の
影

響
も
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
付
け
加
え
て
言
う
と
、
芥
川
龍
之
介
の
中
国
の
古

典
か
ら
素
材
を
得
た
小
説
を
読
む
と
、
彼
は
江
戸
時
代
の
翻
案
小
説
か
ら
啓
発
を

受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
芥
川
龍
之
介
の
作
品
は
、
た

だ
の
模
倣
で
は
な
く
て
、
更
に
高
い
段
階
で
の
再
創
作
と
し
か
言
え
な
い
で
あ
ろ

．
フ
。

　
漢
文
学
の
受
容
に
お
い
て
、
夏
目
漱
石
と
芥
川
龍
之
介
に
は
、
類
似
点
も
あ
る

が
相
違
点
の
方
が
ず
っ
と
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
差
よ
り
も
時
代
の
差

と
言
っ
た
方
が
適
当
か
も
知
れ
な
い
。
今
後
、
日
本
の
近
現
代
作
家
に
お
け
る
漢
文

学
受
容
の
問
題
と
「
和
製
漢
文
学
」

な
い
と
確
信
し
て
い
る
。

（
本
論
文
は
、

　
　
注
釈

①留
8霧⑥⑦毬⑩⑭

の
研
究
が
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
る
に
違
い

昭
和
六
十
二
年
度
科
研
費
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）

奥
野
健
男
『
日
本
文
学
史
・
近
代
か
ら
現
代
へ
』
中
央
公
論
社

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房

吉
田
精
一
「
漱
石
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
」

佐
古
純
一
郎
『
漱
石
詩
集
全
釈
』
二
松
学
舎
大
学
東
洋
研
究
所

『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
五
・
夏
目
漱
石
』
角
川
書
店

佐
古
純
一
郎
『
講
座
夏
目
漱
石
』
　
「
漱
石
の
漢
詩
文
」
有
斐
閣

斎
藤
順
二
「
夏
目
漱
石
漢
詩
考
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー

子
規
の
『
七
艸
集
』
を
読
ん
で
、
そ
の
評
に
初
め
て
「
漱
石
」
と
署
名
し
た
。

山
敷
和
男
「
芥
川
龍
之
介
と
古
典
」
　
コ
冊
の
講
座
芥
川
龍
之
介
』
有
精
堂
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