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日
本
の
文
学
に
み
る
コ
ズ
モ
ポ
リ
タ

ニ噛ズ
ム

「
世
界
の
中
の
日
本
文
学
」
と
い
う
論
題
に

つ
い
て
、
私
が
こ
れ
か
ら
お
話

す
る
事
柄
は
、
お
も
に
こ
れ
こ
れ
し

か
じ
か
の
日
本
文
学
の
作
品
が
、
何
時
誰

に
よ

っ
て
日
本
以
外
の
国

の
読
者
に
紹
介
さ
れ
た
か
、
な
ど
と
い
う
事
実
の
羅

列

に
お
そ
ら
く
始
終
す
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
な
る
ほ
ど
そ
う
し
た
事
柄
も
、
目
下
の
主
題
の
確
か
に
重
要
な

一
面
で
は

あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
た
だ
単

に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
を
あ
げ
て
ゆ
く
こ
と

そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
興
味
の
あ

る
こ
と
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。

今
日
の
日
本

の
作
家
は
、
自
分
た
ち

の
作
品
が
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
よ

う
が
い
ま

い
が
、
す
で
に
十
分

「世
界

の
中
」
に
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え

ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
作
品

に
見
ら
れ
る
様
ざ
ま
な
要
素
が
外
国
か
ら

来
て

い
る
こ
と
、
ま
た
自
分
の
知
る
多
く
の
外
国
作
家
が
扱
う

の
と
同
じ
感
情

や
知
覚
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど

に
、
彼
ら
が
気
づ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
過
去

一
世
紀
に
生
き
た
大
抵

の
作
家
は

も
ち
ろ
ん
、
『古
事
記
』

の

「序
」

の
作
者
、
『古
今
集
』

の
歌
人
、
能
楽
の
作

者
、
そ
し
て
芭
蕉
な
ど
に
つ
い
て
も
、
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

一
見
外
国
に
は
無
関
係

の
よ
う
に
見
え
る
日
本
文
学
の
作
品
で
さ
え
、
そ
の

う
ち
に
な
に
か
普
遍
的
な
人
間
経
験
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
十

分
、
そ
の
作
品
を
外
国
語
に
翻
訳
し
て
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
、
人
に
起

こ
さ

せ
た
の
で
す
。
よ
く
日
本
人
は
、
日
本
の
文
学
が

い
や
、
日
本

の
美
術
で

さ
え
も

外
国
で
人
気
が
あ
る

の
は
、
そ
れ
が
発
散
す
る
異
国
趣
味
と
い
う
、

浅
薄
な
魅
力

の
せ
い
で
は
な
か
ろ
う

か
、
と
勘
ぐ

っ
て
き
ま
し
た
。
異
国
趣
味

は
、
確
か
に
い
く
ら
か
の
翻
訳
を
促
す
き

っ
か
け
と
は
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

い
わ
ゆ
る

「外
国
人
好
み
」
と
称
す
る
日
本
美
術
最
悪
の
例
が
、
あ
る
種
の
外

国
人
の
あ

い
だ
に
人
気
が
あ
る
の
は
、
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
異
国
趣
味

の
持

つ
快
さ
は
底
が
浅
く
、
結
局
は
本
当
に
価
値
の
あ
る
作
品
の
み
が
、
後
世

に
残
る
も
の
な

の
で
す
。

外
国
文
学
を
真
似
す
る
こ
と
だ
け
が
、
自
分

の
文
学
が

「世
界
の
中
」
に
い

る
、
と
い
う
自
覚
を
示
す
、
唯

一
の
や
り
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
逆
に
、

自
国
の
伝
統
を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
に
、
外
国

の
影
響
を
斥
け
る
態
度
も
同
じ
こ

と
で
、
や
は
り
他
国

の
文
学
伝
統
を
、
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
れ
ば

こ
そ
の
こ

と
な
の
で
す
。
中
国
語
が
日
本
語
の
語
彙
を
豊
か
に
し
出
し
て
千
年
以
上
も
の

あ

い
だ
、
自
分

の
歌

に
大
和
言
葉
以
外

の
言
葉
は

一
語
た
り
と
も
使
う
ま

い
、

と
い
う
態
度
を
取

っ
た
歌
人
た
ち
は
、
格
別
中
国
語
か
ら
の
借
用
語
に
無
知
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
歌
に
よ

っ
て
伝
え
た
い
と
思
う
情
緒

を
表
現
す
る
に
は
、
ど
う
や
ら
借
用
語
で
は
間
尺
に
合
わ
な

い
、
と
思

っ
た
だ

け
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
文
学
は
、
千
年
以
上
も
の
あ

い
だ
、
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ

同
じ
ぐ
ら
い
重
要
な
、
二

つ
の
相
反
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
中
国
文

学
を
受
容
す
る
か
、
そ
れ
と
も
斥
け
る
か
、
こ
の
二
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

「受
容
」
の
ほ
う

の
、
最
も
は

っ
き
り
し
た
文
学
的
発
現
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
漢
詩
で
し
た
。
漢
詩
を
書

い
た
日
本
人
は
、
自
分
で
実
際
見
た
こ
と
も
な

い

山
や
川
の
風
光
を
描
写
し
、
自
分
の
過
去
と
な
ん
ら
生
き
た
つ
な
が
り
を
持
た

な
い
歴
史
的
事
件
に
つ
い
て
記
述
し
た
の
で
す
。

ま
た
日
本
人
が
自
国

の
言
葉
で
自
国
の
こ
と
を
書

い
た
時
さ
え
、
中
国
で
起

こ
っ
た
あ
れ
こ
れ
に
言
及
す
る
の
が
普
通
で
し
た
。

つ
ま
り
自
分
の
作
品
に
描

か
れ
た
出
来
事
に
、
中
国
の
事
件
と
の
近
似
性
を
示
す

こ
と
に
よ

っ
て
、

い
わ
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ば
よ
り
大
き
な
共
鳴
を
響
か
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
の
事
件

の
持

つ
普
遍
的

な
重
要
性
を
ほ
の
め
か
し
た
い
が
た
め
だ

っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
『源
氏
物
語
』

の
開
巻
第

一
頁
、
更
衣
桐
壺

の
身
分
が
必
ず
し
も
非
常
に
高
く
は
な
い
と
い
う

の
で
、
彼
女
に
対
す
る
帝

の
寵
愛
が
、
宮
廷
人

一
般

の
批
判
を
招
い
た
と
い
う

短

い
記
述
に
続
い
て
、
紫
式
部
は
こ
う
書

い
て
い
ま
す
、
「追
ひ
追

ひ
世
間
で
も

気

に
病
み
出
し
て
、
『唐
土
で
も
か
う
言
ふ
こ
と
か
ら
世
が
乱
れ
た
り
、
不
吉
な

事
件
が
起

こ
つ
た
り
し
た
も
の
で
す

』
な
ど
と
や
か
ま
し
く
取
り
沙
汰
を
し
、

楊
貴
妃
の
例
な
ど
を
引
合

に
出
し
た
り
し
か
ね
な
い
や
う
に
な
つ
て
行
く
の
で

…
…
」。
(注

一
)実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
物
語

の
な
か
で
、
日
本
の
天
皇
と
、
中
国

の
歴
史
上

の
皇
帝
と
の
あ
い
だ
に
、
特
に
な
ん
ら
か
の
親
近
性
を
認
め
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。
第

一
、
帝
の
桐
壺
寵
愛
に
よ

っ
て
、
よ
も
や
国
に
戦
乱
が
起

こ
っ
た
り
す
る
お
そ
れ
な
ど
、
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
に
、
ど

こ
と
な
く
憂
い
を
帯
び
て
、
引

っ
込

み
思
案

の
更
衣
桐
壺
と
、
蠱
惑
的
な
楊
貴

妃
と
で
は
、
性
格
的

に
も
天
地

の
開
き
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
宮
廷
の
反
対

を
承
知
で
、
身
分
の
低
い
女
性
を
寵
愛
し
た
異
国
の
皇
帝

の
例
を
引
き
合
い
に

出
す

こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本

の
出
来
事
の
い
わ
ば
格
が
上
が

っ
た
の
で
す
。
ま

た
そ
も
そ
も

『源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
全
体
が
、
玄
宀示
皇
帝
の
楊
貴
妃

へ
の

悲
劇
的
な
愛
を
歌

っ
た
白
居
易
の

「長
恨
歌
」
の
読
み
替
え
と
し
て
も
成
り
立

つ
こ
と
を
、
立
証
し
よ
う
と
し
た

日
本
の
評
釈
家
さ
え
、

一
人
な
ら
ず
あ
り
ま

し
た
。
さ
す
が
に
こ
れ
は
誇
張
だ
、

と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
紫
式
部

が
ど
の
程
度
白
居
易
の
影
響
を
受
け

て
い
た
か
は
別
と
し
て
も
、
彼
女
は
自
分

が
、
日
本
だ
け

で
は
な
く
、
中
国

の
詩
文
を
含
む
文
学
伝
統
の
中
で
書

い
て
い

る
の
を
、
確
か
に
自
覚
し
て
い
ま
し

た
。
日
本
人
が
中
国
の
先
例
を
引

い
て
来

る
癖
は
、
必
ず
し
も
文
学

の
領
域
に
限
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば

『太
平

記
』
と
い
う
歴
史
書
、
こ
の
本
の
叙
述
に
は
、
中
国
に
お
け
る
同
じ
よ
う
な
事

例
が
絶
え
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
目
的
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
は

お
そ
ら
く
記
述
さ
れ
て
い
る
日
本
の
事
例
に
、

い
わ
ば
花
を
添
え
る
以
外
の
何

物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
文
学
で
あ
れ
歴
史
書
で
あ
れ
、
逆
に
中
国

人
が
物
を
書

い
て
い
る
時
、
こ
こ
で
日
本
の
事
例
を
引
か
ね
ば
な
ら
な

い
、
と

彼
ら
が
感
じ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
は
ず

で
す
。
私
が
知
る
か
ぎ
り
、
十
九
世
紀

の
末
葉
ま
で
に
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
日
本
文
学
は
、

一
つ
か
二
つ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
人
に
と

っ
て
大
事
な

こ
と
は
、
日
本
が
中
国
文
明
圏

の
中
で
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
地
位
を
占
め
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

だ
か
ら
何
世
紀
も
の
あ

い
だ
、
中
国

の
範
に
従
う
の
に
骨
身
を
削

っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
中
国
の
ほ
う
は
、
他
の
国
を
模
倣
す
る
必
要
な
ぞ
な
に
も
感
じ
ま
せ

ん
で
し
た
。
彼
ら
の
文
明
は
、
そ
れ
自
体
で
自
足
し
て
い
ま
し
た
。
何
世
紀
も

の
あ

い
だ
、
多
く
の
日
本
人
は
、
中
国
人

の
言
う
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
け
る
中

国
文
明
の
優
越
性
を
、
無
条
件
で
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
九
世
紀
に
は
、
日

本
の
宮
廷
で
、
詩
、
散
文
共
に
漢
文
で
書
く
の
が
良
し
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

日
本
語

の
歌
が
、
極
端

に
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
た
め
に
そ
の
時
代
は
、

日
本

の
詩
歌
に
お
け
る

「暗
黒
時
代
」
だ

っ
た
と
し
て
、
今
日
引
き
合
い
に
多

く
出
さ
れ
ま
す
。

日
本
人
の
あ

い
だ
に
は
、
自
国

の
文
学
を
顧
み
な

い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
貶

め
さ
え
す
る
傾
向
が
あ
の
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
、
い
く
ら
で
も
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
あ
の
偉
大
な
思
想
家
荻
生
徂
徠

の
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和
文
随
筆

『南
留
別
志
』
(
一
七
六

二
)
の
こ
と
を
言
う
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
彼
は
、
こ
の
書
物
の
中
で
、
能
楽
な
ど
は
元
時
代

の
中
国
演
劇

の
真
似

に
す
ぎ
な
い
と
言

い
切

っ
て
い
ま
す

。
ま
た
中
国
語
は
、
日
本
語
に
勝
る
言
語

で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
中
国

と
は
幾
多

の
聖
人
を
生
み
出
し
た
国
だ
か

ら
。
そ
し
て
中
国
語
は
、
日
本
語
と
比
べ
て
、
も

っ
と
力
強
く
、
美
し
い
言
葉

だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
単
音
節
言
語

で
、
日
本
語
が
用

い
る

「
て
に
を
は
」
な

ど
使

っ
て
い
な

い
か
ら
だ
、
と
も
言

っ
て
い
ま
す
。
(注
二
)

自
国

の
話
し
言
葉
よ
り
も
、
古
典

外
国
語
を
採

っ
た
徂
徠
と
同
じ
よ
う
な
例

は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
も
存
在
し
ま
し

た
。
例
え
ば
中
世
紀

に
お
い
て
は
、
ラ
テ

ン
語
は
、
教
会
の
言
語
だ

っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で

一

般
に
教
え
ら
れ
、
そ
し
て
多
く
の
国

か
ら
来
た
学
者
が
、
例
え
ば
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

大
学
な
ど
で
、
ラ
テ
ン
語

の
講
義
を
聴
き
な
が
ら
勉
強
し
た
言
語
で
し
た
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
学
者
も
、
古
曲
ハ的
教
養
と
い
う
宝
庫

へ
の
鍵
と
し
て
、
自

国
語
よ
り
も
、
ラ
テ
ン
語

の
ほ
う
を
選
ぶ
も
の
が
多
か

っ
た
よ
う
で
す
。
例
え

ば
ジ
ョ
ン

・
ス
ケ
ル
ト

ン

(
一
四
六
〇
?
1

一
五
二
九
)
の

「
フ
ィ
リ

ッ
プ

・

ス
パ

ロ
i
」
と
い
う
詩
の
中
で
、
あ

る
若

い
女
性
が
、
自
分
が
な
ぜ
英
語
で
は

な
く
、
ラ
テ
ン
語
で
書
く
ほ
う
を
選

ぶ
か
、
と

い
う
理
由
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

わ
が
国

の
言
葉
は
卑
し
く

こ
こ
ろ
よ
い
玉
の
調

べ
で

清
新
な
響
き
を
だ
す

こ
と
も
難
し
い
。

わ
が
言
葉
は
御
し
に
く
く

仏
頂
面
の
ひ
ね
く
れ
も
の
、

美

々
し
く
飾
ろ
う
と
し
て
も
、

心
に
か
な
う
言
葉
づ
か
い
を

ど
こ
に
求
め
て
よ
い
や
ら

見
当
も

つ
か
な
い
の
で
す
。

(篠
田

一
士
訳
)

漢
詩
を
作

っ
た
日
本
人
は
、
自
分
が
日
常
生
活
の
つ
ま
ら
ぬ
些
事
を
超
越
し

て
、
何
千
年
の
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
偉
大
な
伝
統
に
し

っ
か
り
組
み
込
ま
れ
て

い

る
の
だ
、
と
い
う
実
感
を
味
わ

っ
た
は
ず
で
す
。
同
時
に
彼
ら
は
、

コ
ズ
モ
ポ

リ
タ

ン
で
も
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
漢
詩
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
は

日
本
人

の
文
学
を
、
中
国
文
明
の
世
界
に
置
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
ま
た
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
語
の
純
粋
さ
と
、
日
本
の
宗
教

の
純
潔
と
を
堅
持
し

た
が
る
、
日
本
人

の
島
国
根
性
を
、
そ
れ
と
な
く
否
認
し
た
か
ら
で
す
。

「夷
狄
文
化
」
に
は
な
ん
ら
の
関
心
も
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
イ

ン
ド
か
ら

仏
教
正
典
を
取
り
入
れ
、
中
国
語

に
翻
訳
し
た
時
、
中
国
人
は
、
彼
ら
自
身

の

世
界
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
世
界
と
交
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
は
中
国

で
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
隆
盛
を
見
ま
し
た
。
あ
る
時
に
は
禁
制
の
憂
目
に
逢

い

ま
し
た
が
、
あ
る
時
に
は
宮
廷

の
庇
護
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
盛
時
に

は
、
厖
大
な
量
の
翻
訳
が
生
産
さ
れ
た
の
で
す
。
翻
訳
と
い
う
超
国
家
的
な
活

動
に
、
中
国
人
が
真
剣
に
た
ず
さ
わ

っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
以
前
に
は
、
お
そ

ら
く
こ
の
時
だ
け
だ

っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
ど
こ
か
で
読
ん
だ

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
イ

ン
ド
人
は
、
十
八
世
紀
ま
で
翻
訳
と
い
う
も
の
を
し

た
こ
と
が
な
か

っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、

ロ
ー

マ
帝
国
の
最
盛
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時
に
あ

っ
て
も
、
ラ
テ

ン
文
学
の
翻

訳
に
は
、
ま

っ
た
く
手
を
下
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
中
国
、
イ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ャ
、

い
ず
れ
の
国
も
、
そ
れ
ぞ
れ
偉
大
な
文

化
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
外
国
文
学
か
ら
学
ぶ
も

の
な
ぞ
な
に
も

な
い
、
と
い
う
彼
ら
の
前
提
は
、
お
そ
ら
く
間
違

っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
は
言
え

外
国
か
ら
の
影
響
は
、
と
り
わ
け
文
学
の
沈
滞
期
に
あ

っ
て
は
、
彼
ら
の
文
学

を
豊
か
に
し
た
の
に
相
違

い
な

い
は
ず
で
す
。

日
本
人
は
、
少
な
く
と
も
中
国
に
接
触
し
た
当
初
に
お
い
て
は
、
中
国
文
学

の
翻
訳
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
代
わ
り
中
国
語

の
詩
や
散

文
の

一
行
に
含
ま
れ
る
語
を
、
日
本
語
の
文
法
に
合
う
よ
う
に
、
必
要
な
動
詞

の
活
用
語
尾
や
助
詞
を
補

っ
て
再
構
成
し
ま
し
た
。
ま
た
と
く
に
和
歌
を
詠
む

に
当

っ
て
は
、
日
本
人
は
詩
的
な
イ

メ
ー
ジ
や
概
念
を
、
中
国

の
詩
か
ら
借
用

し
て
来
た
け
れ
ど
、
こ
れ
を
翻
訳

と
呼
ぶ
こ
と
は
、
な
ん
と
し
て
も
で
き
ま
せ

ん
。
日
本
人
が
普
通
仏
教
教
典
を
読

む
時
、
語
彙
を
読
む
に
は
、
中
国
語

の
語

順
に
従

っ
て
漢
読
み
で
読
む
か
、
あ

る
い
は
翻
訳
と
は
言
え
な

い
、
完
全
に
「
日

本
語
化
し
た
」
形
で
読
ん
だ
も
の
で
す
。
日
本
人
が
仏
教
を
学
ぶ
た
め
に
中
国

に
渡

っ
た
際
、
彼
ら
は
中
国
人
と
、
初
め
は
筆
談
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の

方
法
は
、
今
日
で
も
、
完
全
に
残

っ
て
い
な

い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
あ
と
に
な

っ
て
、
中
国
の
話
し
言
葉
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
そ

の
言
葉
で
会

話
を
し
出
し
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
中
国
人
と
い
う
の
は
、
宣
教
師
精
神
が
完
全

に
欠
如
し
た
国
民
ら
し
く
、
彼
ら

は
、
仏
教
を
広
め
よ
う
と

い
う
衝
動
を
感
じ

た
こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
そ
う
言
え
ば
、
儒
教
で
す
ら
、
彼
ら
が
接
触
し
た
「
夷

狄
」
の
あ

い
だ
に
広
め
た
い
と
い
う
気
は
、
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
ち
の
夷
狄
が
文
明
化
さ
れ
た
暁
に
は
、
文
明
人
の
言
葉
で
あ
る
中
国
語
を
、

彼

ら

は

自

ず

と
学

ぶ

は

ず

だ

と

、

確

信

し

て

い

た

の

で

し

ょ
う

。

そ

し

て

そ

の

前

提

は

、

確

か

に

当

た

ら

ず

と

言

え

ど

も

遠

か

ら

ず

で

し

た
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
紹
介
さ
れ
た
最
初
の
日
本
文
学

十
六
世
紀

の
半
ば
に
初
め
て
日
本

へ
来
た
ヨ
!
ロ
ッ
パ
人
に
は
、
そ
う
し
た

前
提
は
不
可
能

で
し
た
。
そ
れ
の
み
か
彼
ら
の
な
か
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
神

父
た
ち
も

い
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
広
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
日
本
人

の
魂
を
救
済
す
る
の
は
、
己
の
義
務
だ
と
感
じ
て
い
ま
し

た
。
初
め
彼
ら
が
使

っ
た
通
訳
は
、
海
で
難
船
し
て
救
助
さ
れ
、

マ
カ
オ

へ
連

れ
て
行
か
れ
て
、
そ
こ
で
ポ

ル
ト
ガ
ル
語

の
片
言
を
覚
え
た
、
日
本
人
の
漁
夫

た
ち
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
無
学
な
日
本
人
に
と

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
こ
み
入

っ
た
教
え
を
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
で
説
く
こ
と
は
、
当
然
荷
が
重
す
ぎ
ま

し
た
。
し
た
が

っ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
た
ち
は
、
自
分
が
日
本
語
を
学
ぶ

し
か
、
他
に
採
る
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
の

た
め
の
日
本
語
の
教
科
書
な
ぞ
と
い
う
も
の
は
、
当
時
存
在
し
な
か
っ
た
の
で

す
。
し
た
が

っ
て
神
父
た
ち
の
日
本
語
上
達
度
も
、
決
し
て
高
度
な
も

の
だ

っ

た
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

・
し
か
し
こ
の
状
況
は
、
当
時
十
四
、
十
五
歳
に
す
ぎ
な
か

っ
た
ポ

ル
ト
ガ
ル

人
の
少
年
、
ジ
ュ
ア
ン

・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
、
日
本
に
到
来
し
た
時
に

一
変
し
ま

し
た
。
彼
は
自
分
よ
り
年
長

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
誰
よ
り
も
早
く
、
日
本
語
を

覚
え
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
の
、
す
ぐ
れ
た
日
本
語
の
能
力
は
、
戦
国
領
主
た
ち

の
注
目
を
惹
く
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
彼
を
通
訳
と

し
て
雇

っ
た
豊
臣
秀
吉
も

い
た
の
で
す
。

一
五
九
六
年
、
正
式

の
司
祭
に
任
命
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さ
れ
て
以
後
、

ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、
宣

教
活
動
に
お
い
て
も
頭
角
を
現
わ
し
ま
す
。

そ
し
て

一
六
〇

一
年
に
は
、
徳
川
家
康

に
よ

っ
て
、
長
崎
在
住
の
貿
易
事
務
官

に
も
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て

一
五
九
九
年
か
ら

一
六
〇
九
年
ま
で

の
ほ
ぼ
十
年
間
、
彼
は
長
崎
と
江
戸

の
あ

い
だ
を
、
毎
年
往
来
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
(
注
三
)

一
六
〇
入
年
に
、

ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
..〉
「
冨

9

い
ぎ
σq
o
ロ
血
蝉
冒
℃
①
昌
、.
(
『
日
本

語
文
法
』
)と
題
す
る
、
四
八
○
頁
に
も
の
ぼ
る
日
本
語

の
文
法
書
を
出
版
し
ま

し
た
。
そ
の
種

の
文
法
で
、
日
本
語

に
関
す
る
当
然
最
初

の
も
の
で
し
た
。
と

こ
ろ
で
こ
の
本

の
な
か
で
、
彼
が
立
証
し
よ
う
と
す
る
い
ろ
い
ろ
な
文
法
的
な

要
点

の
実
例
と
し
て
、
彼
は
日
本
、
中
国
両
方
の
古
典
文
学
を
引

い
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
『平
家
物
語
』
(七
十
回
以
上
)、
鴨
長
明
の

『
発
心
集
』
(十
八
回
)、

『太
平
記
』
(十
四
回
)、
そ
し
て

『論
語
』
(四
十
入
回
)
と

い
っ
た
調
子
で

す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
当
時
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
あ
い
だ
の
不
和
と

い
う

事
実
か
ら
見
て
、

ロ
ド
リ
ゲ
ス
が

『
発
心
集
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
不

思
議
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し

か
し

ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、
単
に
古
典
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

日
本

の
歴
史
や
哲
学
に
つ
い
て
の
知
識
を

さ
ず
け
て
く
れ
る
よ
う
な
作
品
か
ら
、
例
文
を
挙
げ
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
す
。

も
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
が
、

日
本
人
を
首
尾
よ
く
改
宗
さ
せ
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、

い
か
に
そ
れ
が
憎
む
べ
き
も
の
だ
と
し
て
も
、
仏
教
に
つ
い
て
も

理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ

っ
た
か
ら

で
す
。
『平
家
物
語
』
と

『太
平
記
』
と

は
、
い
ず
れ
も
教
科
書
と
し
て
用

い
る
便
の
た
め
で
し
ょ
う
、

ロ
ー

マ
字
に
直

し
て
印
刷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
冊
を
用
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に

含
ま
れ
た
歴
史
的
な
内
容
が
、
日
本

の
歴
史
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理
解

の
助

け

に

な

る

こ
と

を

、

望

ん

だ

か

ら

に
ち

が

い
あ

り

ま

せ

ん

。

ロ
ド

リ

ゲ

ス

の
文

法

書

は
、

日
本

の
詩

歌

に

つ

い

て
、

と

く

に

一
章

を

も

う

け

て

い
ま

す

。

明

ら

か

に

そ

の
目

的

は

、

単

に

日

本

語

文

法

の
教

習

だ

け

で

は

な

く

、

日
本

文

化

の

一
般

的

背

景

を

教

え

る

こ
と

に
あ

り

ま

し

た

。

こ

の
章

の

な

か

で
、

彼

は

二
十

七

首

の
歌

を

引

い

て

い
ま

す

が

、

そ

の
種

類

た

る

や

、

勅

撰

集

所

収

の
歌

か
ら

、

名

も

な

い
舟

人

の
歌

謡

に
ま

で
も

及

び

ま

す

。

ロ
ド

リ

ゲ

ス

が

引

用

し

た
歌

を

調

べ

た

マ
イ

ケ

ル

・
ク

ー

パ
ー

教

授

は

、

そ
う

し

た
歌

の
な

か

に

は

、

『
古

今

集

』

や

『
拾

遺

和

歌

集

』
な

ど

と

い
う

歌

集

の
、

初

め

の

ほ

う

の

頁

に

出

て
来

る

歌

が
多

い
と

言

っ
て

い
ま

す

。

つ
ま

り

彼

は
、

自

分

の

論

点

の

証

明

と

し

て

、

自

分

の

目

に

留

ま

っ
た

最

初

の

用

例

を

採

用

し

た

ら

し

い

の

で
す

。

(
注

四

)

ロ
ド

リ

ゲ

ス

の

エ

ッ

セ
イ

は

次

の
よ

う

に

始

ま

っ
て

い
ま

す

。
「
日

本

の
詩

歌

や

、

そ

の
規

則

、

約

束

事

な

ど

に

つ

い
て

説

明

す

る

の
が

こ

の
章

の
目

的

で

は

な

い
。

そ

の

た

め

に

は

、

も

っ
と

深

い
研

究

と

知

識

を

必

要

と
す

る

か

ら

だ
。

し

た

が

っ
て
私

は

、

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
人

が

日

本

の
詩

歌

に

つ
い

て

の
概

略

が
掴

め

る

よ
う

に
、

そ

れ

が

持

つ
様

々
な

韻

律

に

関

す

る
、

ご

く

一
般

的

な

規

則

を

述

べ

る

に

留

め

た

い
。

と

い
う

の
は

、

日
本

で

は
詩

歌

は

、

と

り

分

け

詩

作

に

熱

心

な

貴

族

、

位

の
高

い
豪

族

、

公

家

な

ど

の
あ

い
だ

で

、

ま

こ

と

に
高

く

評

価

さ

れ

て

い

る

か

ら

だ

」
。
(
注

五

)
そ

し

て

ロ
ド

リ

ゲ

ス

は
、
ま

ず

漢

詩

、
そ

れ

か

ら

歌

、

長

歌

、

小

唄

、

連

歌

、

と

い
う

ふ

う

に
、

次

々

に

日
本

の
詩

歌

を

取

り

上

げ

、

説

明

し

て

い
ま

す

。

思

う

に

こ

の
文

章

こ

そ

、

極

東

の
文

学

に

つ

い
て

の
、

ヨ
ー

ロ

ッ

パ

の
言

語

で
書

か

れ

た

、

お

そ

ら

く

最

も

早

い
記

述

に

ち

が

い

あ

り

ま

せ

ん
。

そ

し

て
書

き

出

し

で

は

、

あ

ま

り

知

ら

な

い
と

謙

遜

し

て

い
た
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
、

日
本

の
詩
歌
に
つ
い
て
、

ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
、

意
外
に
詳
し

い
知
識
が
あ

っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

連
歌
を
説
明
し
た
件
り
は
、
お
そ
ら
く

一
番
興
味
を
そ
そ
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。

ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
ま
す
。
「
連
歌
は

"連
ね
歌
"
を
意
味
す

る
。
す
な
わ
ち
、
連
結
さ
れ
た
歌
、
も
し
く
は
、
次

の
歌
と
の
組
合
せ
に
お
い

て
成
り
立

つ
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
通
常
二
人

の
歌
人
に
よ

っ
て
作
ら
れ

る
。

一
人
が
二
行
連
句
の

一
行
目
の
詩
を
作
る
と
、
二
人
目
が
二
行
目
を
書
く

と

い
う
仕
組
で
あ
る
。
(中
略
)
連
歌

の
初
め
の
文
句
は
、
"発
句
"
と
呼
ば
れ
、

こ
れ
は
そ
の
連
歌

の
主
題
の
、
ま
ず

基
調
を
決
め
る
。
(中
略
)ま
た
連
歌
に
似

た
別

の
詩
も
あ
り
、

こ
れ
は
俳
諧
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
常
的
で
滑
稽
な
言
葉

を
用

い
た
、
も

っ
と
俗
な

ス
タ
イ
ル
の
詩
で
、
わ
れ
わ
れ
の
マ
カ
ロ
ニ
ッ
ク

・

ヴ
ァ
ー

ス

(雅
俗
混
交
の
滑
稽
詩

)
と
似
て
い
な
く
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
タ

イ
プ

の
連
歌
に
は
、
本
当
の
連
歌
ほ

ど
沢
山
の
規
則
は
な
い
が
、

一
巻

の
俳
諧

の
連
歌
に
、
連
歌
と
同
じ
数
の
歌
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」。
(注
六
)
こ
れ
は

俳
諧
に
関
す
る
、
確
か
に
最
も
早
い
説
明
の

一
つ
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、

こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
、
俳
諧
と
い
う
も
の
の
性
格
が
、
ま
だ
日
本

人
に
よ

っ
て
さ
え
も
、

一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
で

す
。以

後
二
百
七
十
五
年
間
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
言
語
で
書
か
れ
た
日
本

の
詩
歌
の

最
も
詳
し
い
紹
介
書
と
し
て
、

こ
の
書
物
を
凌
駕
す
る
も

の
は
、
他
に
な
に
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
キ
リ

ス
ト
教

が
日
本
で
国
禁
と
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
こ
の
本
は
、
も

っ
と
広
く
読
ま
れ
、
あ
る
い
は
日
本

の
詩
歌
が
、
世
界
文

学
の
中
に
、

一
つ
の
地
位
を
占
め
る
機
会
を
与
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い

う

の

は

、

キ

リ

ス
ト

教

徒

が
書

い
た

あ

ら

ゆ

る

書

物

は

禁

書

と
な

り

、

も

し

日

本

の
当

局

に
見

つ
か

れ

ば

、

立

ち

所

に
焼

き

捨

て

ら

れ

た

か

ら

で
す

。

ま

た
同

時

に
、

ロ
ド

リ

ゲ

ス
が

望

ん

だ

よ

う

に
、

布

教

の
目

的

で

こ

の
書

を

読

む

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

人

が

、

ほ

と

ん

ど

誰

も

い
な

か

っ
た

か

ら

で
も

あ

り

ま

す

。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学
と
日
本
文
学
の
相
互
移
入

ジ
ェ
ズ
イ

ッ
ト
派
の
神
父
た
ち
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
様
ざ
ま
な
作
品
を
日
本

語
に
訳
し
ま
し
た
。
例
え
ば

一
五
九
三
年
に
初
め
て
出
た
『イ
ソ

ッ
プ
寓
話
集
』

で
す
。
十
七
世
紀
の
終
り
頃
に
、
か
な
り
修
正
さ
れ
た
と
は
い
え
、

こ
の
翻
訳

は
、
十
九
世
紀
の
中
葉
ま
で
は
、
日
本
に
知
ら
れ
た
唯

一
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文

学
作
品
で
あ

っ
た
。

一
七
七
〇
年
に
司
馬
江
漢
が
、

一
本
を
見

つ
け
て
、
い
く

つ
か
の
寓
話
を
漢
文
に
翻
訳
、
自
分
も
イ
ソ
ッ
プ
の
ス
タ
イ
ル
で
、
寓
話
数
篇

を
書
き
ま
し
た
。
ポ

ル
ト
ガ

ル
人
に
よ
る
邦
訳
は
、
イ
ソ
ッ
プ
が
登
場
さ
せ
て

い
る
動
物
や
事
物
の
な
か
で
、
日
本
人
に
馴
染
み
の
薄

い
も
の
は
、
み
な
な
に

か
そ
れ
に
近
い
動
物
や
事
物
に
変
え
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
あ
る
物
語
に
出
て

く
る
羊
は
、
猪
に
変
え
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
按
排
で
す
。

司
馬
江
漢
が

『イ
ソ

ッ
プ
寓
話
集
』
の
江
漢
版
を
作

っ
た
と
同
じ
頃
、
も
う

一
人
別

の
日
本
人
平
沢
旭
山
と

い
う
人
物
が
、
長
崎
訪
問

の
際
、
ホ
メ
ロ
ス
の

『オ
デ

ッ
セ
イ
ア
』

の

一
節
、

ユ
リ
シ
ー
ズ
と

一
つ
目

の
巨
人
キ

ュ
ク
ロ
ー
ブ

ス
の
話
を
聞

い
て
い
ま
す
。
ホ
メ
ロ
ス
の
物
語
が
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
経

緯
で
、

一
七
七
四
年
ま
で
に
日
本

の
長
崎
に
到
来
し
た
の
で
し
ょ
う
か
、
想
像

し
て
み
る
と
興
味
津

々
で
す
。
お
そ
ら
く
長
崎

の
出
島
商
館
に
い
た
誰
か
オ
ラ

ン
ダ
人
居
留
者
が
、
日
本
人
の
通
詞
に
話
し
た
も
の
が
広
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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し

か

し

そ

れ

に
し

て
も

、

い

っ
た

い
ど

の
よ

う

な

事

情

で
、

オ

ラ

ン
ダ

人

が

、

『
オ

デ

ッ

セ
イ

ア
』

の

一
節

を

日

本

の
通

詞

に

聞

か

せ

て

や

る

気

に

な

っ
た

の

か

は
想

像

し

難

い

こ
と

で
す

。

あ

る

い

は

ア

ジ
ア

を

横

断

し

て
、

は

る

ば

る

日

本

に

到

来

し

た

の
か

も

知

れ

ま

せ

ん

が
、

ど

の
よ

う

に

し

て

や

っ
て

来

た

の

か

は

、

こ
れ

ま

た

見

当

も

つ
き

ま

せ

ん
。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
小

説

で
最

初

に

日
本

語

に
な

っ
た

の
は

、

『
ロ
ビ

ン
ソ

ン

・
ク

ル
ー

ソ
i

』

で

し

た
。

こ
れ

は

オ

ラ

ン
ダ

語

訳

か

ら

の
重

訳

で

、

一
八

五

〇

年

に

邦

訳

さ

れ

ま

し

た

が
、

出

版

さ

れ

た

の

は
、

明

治

維

新

の

後

の

こ

と

で
す

。

そ

し

て
同

じ

小

説

の
別

の
邦

訳

が
、

一
八

五

七

年

に
も

現

わ

れ

ま

し

た
。

他

に

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
文

学

の
翻

訳

が
な

に

も

な

い
と

い
う

の

に
、

ま

っ
た
く

同

じ

小

説

の
翻

訳

が

二

種

類

も

で
き

た

と

い
う

の

は
、

な

ん

と

も

妙

な

話

で
あ

る

。

お

そ

ら

く

『
ロ
ビ

ン
ソ

ン

・
ク

ル

ー

ソ

ー

』

の
主

題

自

体

が

、

当

時

の
日

本

人

に

は
、

と

く

に

訴

え

る

と

こ
ろ

が
大

き

か

っ
た

の
で

し

ょ
う

。

逆

に

日
本

の
小

説

で
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
言

語

に

翻

訳

さ

れ

た

お

そ

ら

く

一
番

早

い
作

品

は
、

柳

亭

種

彦

の

『
浮

世

形

六

枚

屏

風

』

(
一
入

二

一
)
で
し

ょ
う

。

ア

ウ

グ

ス
ト

・
フ

ィ

ッ

ツ

マ
イ

ア
ー

と

い
う

オ

ー

ス
ト

リ

ア

の
学

者

が
、

一
八

四

七

年

、

ド

イ

ツ
語

に

訳

し

ま

し

た

。

題

し

て

..ω
①
o
げ
ω

芝

譽

α
ω
〇
三
「
ヨ
Φ

ぎ

○
Φ
ω
け
巴
け
①
づ
α
奠

く
Φ
お

α
昌
αq
=
6
げ
Φ
昌

芝

巴
代
、

こ

れ

よ

り

さ

ら

に

前

、

一
八

三

四

年

に
、
ド

イ

ツ

の
東

洋

学

者

ハ
イ

リ

ッ
ヒ

.

ユ
リ

ウ

ス

・
ク

ラ

ッ
プ

ロ
ー

ト

(
一
七

八

三

～

一
八

三

五

)
が
、

万

葉
集

の
あ

る

歌

の
反

歌

を

翻

訳

し

た

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

(
同
時

に
林

子

平

に
よ

る

地

誌

『
三

国

通

覧

図

説

』

も

)
。

ク

ラ

ッ
プ

ロ
ー

ト

は
、

ア

ジ

ア

諸

国

の
言

語

に

つ

い
て

は

、

当

時

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

で

、

彼

の
右

に

出

る

も

の
は

な

い
大

学

者

で
し

た

が

、

彼

は

シ

ベ

リ

ア

で

め
ぐ

り

逢

っ
た

日

本

人

の
漂

流

漁

夫

た

ち

か

ら

日
本

語

を

学

ん

だ

そ

う

で

す

。

そ

し

て

フ

ィ

ッ

ツ

マ
イ

ア

ー

は

、

日
本

語

の
研

究

に

お

い

て

は

、

こ

の
ク

ラ

ッ
プ

ロ
ー

ト

の

あ

と

を

つ
ぐ

人

で

し

た
。

一
八

七

二

年

に

は

、

『
万

葉

集

』

か

ら
約

二
百

首

を

選

ん

で
、

訳

出

、

出

版

し

て

い
ま

す

。

こ

れ

以

後

、

日

本

の
詩

や

散

文

の
、

様

ざ

ま

な

主

要

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

語

に
よ

る

翻

訳

が

出

版

さ

れ

ま

す

。

一
八

八

○

年

に

は

、

ベ

ジ

ル

・
ホ
ー

ル

・
チ

ェ

ン
バ

レ

ン

の
..↓
げ
①
Ω

蝉
ω
匹
o
巴

勺
O
①
爲
く
o
h
夢

①
冨

O
穹

①
ω
Φ
.、

(
『
日
本

の
古

典

詩

』
)

が

出

ま

し

た
。

こ
れ

は

日

本

語

の
知

識

に

関

し

て

は

瞠

目

す

べ

き

も

の

が
あ

り

ま

す

が
、

文

学

的

才

能

は

残

念

な

が

ら

皆

無

、

と

い
う

人
物

に

よ

る
仕

事

で

し

た

。

言

葉

は

理

解

し

て

い
て

も

、

日

本

の
詩

の
精

神

を

、

チ

ェ
ン

バ

レ

ン
が

す

っ
か
り

誤
解

し

て

い
る

こ
と

は
、

一
九

〇

一
年

に
出

た
あ

る

エ

ッ
セ
イ

の
題

を

見

て
も

よ

く

分

か

り

ま

す

。

、.ゆ
①
ω
ゴ
o

鋤
づ
α
冨

℃
穹

①
ω
Φ
勺
o
Φ
冖
一〇
巴

国
豆
ひq
螽

ヨ

、.

す

な

わ

ち

「
芭

蕉

と

日
本

の
詩

的

警

句

」
。

一
度

で
も

芭

蕉

の
俳

句

に

深

い
感

動

を

受

け

た

こ

と

の
あ

る

も

の

な

ら

、

彼

の
作

品

を

「
警

句

」

(
短

い
風

刺

詩

)
な

ど

と

い
う

名

で

呼

ぶ

は
ず

は

な

い

で

し

ょ

う

。

し

か
し

一
八

八

三

年

に

出

版

さ

れ

た

チ

ェ

ン
バ

レ

ン

の
英

訳

『
古

事

記

』

は

、

そ

れ

よ

り

ほ

ん

の
十

年

前

に

日
本

に
来

て

以

来

日

本

語

を

勉

強

し

出

し

た

人

物

の
仕

事

と

は

、

と

て
も

信

じ

難

い
ほ

ど

立

派

な

業

績

で

し

た

。

し

か
も

そ

の
上

、

そ

の

三

年

後

の

一
八

八

六

年

に

は

、

彼

は
東

京

帝

国

大

学

の
、

最

初

の
言

語

学

、

お
よ

び

日

本

語

学

の
講

師

に
任

命

さ

れ

て

い
る

。

と

い

っ
て
チ

ェ

ン
バ

レ

ン

の

翻

訳

に

は

、

欠

陥

が

な

い
わ
け

で
も

あ

り

ま

せ

ん
。

ヴ

ィ

ク

ト

リ

ア

朝

的

お
上

品

な

伝

統

に

ど

っ
ぷ

り

漬

か

っ
て

い

た

彼

は

、

歯

に

衣

を

着

せ

な

い

ア

ン
グ

ロ

・
サ

ク

ソ

ン

の
言

葉

(
つ
ま

り

英

語

)

で
読

者

に

シ

ョ

ッ
ク

を

与

え

て

は

い
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け
な
い
、
と
思

っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

『古
事
記
』
の
な
か
の
、

い
わ
ゆ
る
露
骨
な

箇
所
は
全
部
ラ
テ

ン
語
で
訳
し
て

い
ま
す
。
と
は
言
え
、
語
学
的
な
誤
り
は
、

ほ
と
ん
ど
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
こ
の
神
道
の
聖
典
を
、

外
国
人
の
神
話
研
究
家
が
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
チ

ェ
ン
バ
レ
ン

の
功
績
は
、
実
に
大
き
か

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

彼
の
友
人
で
あ

っ
た
W

・
G

・
ア

ス
ト

ン
が
、

一
八
九
六
年
に
同
じ
よ
う
に

『
日
本
書
紀
』
の
英
訳
を
し
ま
し
た
が
、
こ
の
仕
事
は
、
以
後
新
し

い
翻
訳
を

必
要
と
し
な
い
ほ
ど
の
出
来
栄
え

で
し
た
。

一
入
九
九
年
に
は
、
同
じ
ア
ス
ト

ン
が
、出

算
o
蔓

o
粘
冒
冨
昌
ΦωΦ
=
けΦ
蕁
-

ε
お
、、
(
『
日
本
文
学
史
』
)
を
出
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
ご
く
最
近
ま
で
、
英
語

で
書
か
れ
た
唯

一
の
日
本
文
学
史

で
し
た
。

一
つ
の
先
駆
者
的
仕
事
と
し
て
は
、

な
る
ほ
ど
ア

ス
ト
ン
の
書
物
は
、
褒

め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
の
本
は
、
文
学
者
と
し

て
の
彼
自
身
の
限
界
か
ら
来
る
欠
点
と
、
頭

の
古
い
日
本
人
学
者
の
意
見
を
、

い
ろ
い
ろ
無
条
件
で
受
け
入
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
来
る
欠
点
と
を
、
合
せ
持

っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ア
ス
ト

ン
は
、
滝
沢
馬
琴

を
無
闇
に
褒
め
て
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
あ
る
種

の
日
本
人
読
者

の
趣
味

の
反
映
と
し

て
、
面
白
く
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
劇
的
価
値
、
詩
的
価
値
、

そ
の
い
ず
れ
も
な
い
と
し
て
能
楽
を
斥
け
た

彼
の
高
飛
車
な
意
見
、
そ
し
て
彼
自
身

の
お
上
品
さ
の
規
準
を
越
え
る
と
い
う

理
由
で
、
西
鶴

の
作
品
の
題
名
を
記

録
す
る
こ
と
す
ら
拒
否
し
た
ア

ス
ト

ン
の

や
り
方
は
、
私
た
ち
今
日
の
読
者

に
は
、
到
底
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

つ
ま
り
彼
の
文
学
史
は
、
も

は
や
も
の
の
用
に
は
立
た
な
い
の
で
す
。
と

こ
ろ
で
言
い
添
え
て
お
き
ま
す
が
、
そ
の
邦
訳
が
、

つ
い
去
年
出
版
さ
れ
た
の

は
皮
肉
で
す
。

チ

ェ
ン
バ
レ
ン
も
ア
ス
ト
ン
も
、
共
に
学
者
で
あ
り
、
日
本
語
の
水
準

の
高

さ
で
は
、
二
人
と
も
ま
さ
に
驚
異
的
と
言
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
彼
ら
の
作
品
が
、

欧
米
の

一
般
読
者
に
、
な
ん
ら
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

チ

ェ
ン
バ
レ
ン
が
翻
訳
し
た
も
の
に
は
、
日
本

の
古
典
だ
け
で
は
な
く
、
お
と

ぎ
話
な
ど
も
い
く
ら
か
は
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う

い
っ
た
も
の
は
、
生

憎
外
国
の
読
者
の
気
づ
く
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
す
。

チ

ェ
ン
バ
レ
ン
や
ア
ス
ト

ン
が
活
躍
し
て
い
た
時
代

の
、
西
洋

へ
の
日
本
紹

介
と

い
う
点
で
、
最
も
重
要
な
働
き
を
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ

・
ハ
ー

ン
で
し
た
。
そ
し
て
彼
が

一
八
九
〇
年
か
ら

一
九
〇
四
年
の
あ

い
だ
に
書

い
た
日
本

に
関
す
る

一
連
の
書
物
は
、
以
後
数
世
代
に
亘

っ
て
読
者

層
に
、
日
本
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識

あ
る
い
は
誤
解

を
与
え
た

の
で
す
。ハ

ー

ン
に

よ

る

日
本

の
オ

カ

ル
ト

・
イ

メ

ー

ジ

し

か

し

ハ
ー

ン

の

こ

と

を

論

じ

る
前

に

、

ハ
ー

ン
が

常

に
格

別

の
尊

敬

の
念

を

こ
め

て

語

っ
て

い

た
、

日

本

研

究

の
先

輩

、

パ

ー

シ
ヴ

ァ

ル
・
ロ
ー

エ

ル

(
一

入

五

五

～

一
九

一
六

)
に

つ

い
て

、
少

し

述

べ

て

お

か

ね

ば

な

り

ま

せ

ん
。
す

ぐ

れ

た

天

文

学

者

と

し

て

の

経

歴

を

始

め

る

前

の

十

年

間

(
一
八

八

三

～

一
八

九

三

)
、

ロ
ー

エ

ル

は
、
朝

鮮

と

日

本

で
過

ご

し

て

い
ま

す

。
彼

の
ア

ジ

ア
滞

在

の

成

果

と

し

て
出

版

さ

れ

た

書

物

の
中

で

、

と

く

に

世

の
注

目

を

浴

び

た
も

の
が

二

冊

あ

り

ま
す

。

一
つ
は

、.↓
げ
Φ
ω
o
巳

o
{
昏

Φ
閏
霞

国
9
ω
代
、
(
『
極

東

の
魂

』

一

八

入

八

)
、

そ

し

て

も

う

一
つ
は

、.O
o
o
巳
こ

①
℃
碧

"、
(
『
神

秘

な

国

日
本

』

一
八
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九

五

)

と

い
う

本

で
す

。

思

う

に

こ

の

二

冊

の
書

物

、

と

り

分

け

『神

秘

な

国

日
本

』

は

、

そ

も

そ

も

日
本

と

い
う

国

は
あ

ま

り

に
も

神

秘

で
、

外

来

者

に

は

到

底

理
解

不

可

能

で

あ

る

、

し

た

が

っ
て
当

然

文

学

を

含

む

日
本

の
文

化

は
、

日
本

人

以

外

の
も

の

に

は

正
当

に

理

解

し

得

な

い

と

い
う

確

信

を

、

西

洋

の
読

者

に
与

え

た
最

初

の
書

物

で

し

た

。

ラ

フ

カ

デ

ィ

オ

・
ハ
ー

ン
は

『
神

秘

な

国

日
本

』

を

読

み

ま

し

た

が
、

そ

の
経

験

は

、

彼

の

日
本

解

釈

に
大

き

な

影

響

を

与

え

た

よ

う

で
す

。
例

え

ば
.G
巷

鋤
『

〉
昌
》
け
8
ヨ
讐

讐

鋤
昌
ぎ
8

壱

お
β

口
o
巨
、

(
『
日

本

、

一
つ

の
試

論

』

一
九

〇

四

)

の
な

か

で

、

ハ
ー

ン
は

書

い

て

い

ま

す

。

「
パ

ー

シ
ヴ

ァ

ル
・
ロ
ー

エ
ル
氏

は

、

日

本

人

は
逆

さ

ま

に
話

し

、

逆

さ

ま

に

読

み
、
逆

さ

ま

に
書

く

、

と

言

っ
た

が

、
け

だ

し

至

言

で
あ

る

」
。
同

じ

本

の

も

っ
と

あ

と

の
ほ

う

で
、
彼

は

次

の
よ

う

に

も

言

っ
て

い
ま

す

。
「
日
本

人

が

抱

く

考

え

は
、

わ

れ

わ

れ

の
考

え

と

は

ち

が

っ
て

い
る

。

彼

ら

の
感

情

は
、

わ

れ

わ

れ

の
感

情

と

は

別

物

で

あ

る
。

彼

ら

の
道

徳

生

活

は
、

わ

れ

わ

れ

か

ら

見

る

と

、

ま

だ

探

索

さ

れ

て

い
な

い

か
、

あ

る

い
は
多

分

長

い
あ

い
だ

忘

れ

ら

れ

て

い

る
思

想

や

感

情

に
裏

打

ち

さ

れ

て

い
る

。

彼

ら

が

日
常

使

う

ど

ん
な

言

葉

で

も

い

い
、

そ

れ

を

西

洋

の
言

葉

に

翻

訳

し

て

み

る

が
よ

い
。

す

る

と

そ

れ

は

度

し

難

い
ナ

ン

セ

ン

ス
だ

と

分

か

る

だ

ろ

う

」
。
こ
ん

な

こ

と

を

念

頭

に

お

い
て

読

み
出

せ

ば

、

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
人

の

読

者

は
、

誰

で

も

、

日
本

文

学

と

は
、

な

ん

た

る

「
度

し

難

い
ナ

ン

セ

ン

ス

」

か

、

と

感

じ

る

の

は
当

然

な

の

で
す

。

日

本

文

学

へ
の
ア

プ

ロ
ー

チ

と

し

て
、

こ
れ

ほ

ど

恐

る

べ
き

も

の
が

、

他

に

考

え

ら

れ

へ

き

む

る
で
し
ょ
う
カ

ハ
ー
ン
は
、
結
局
日
本
語
が
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
話
す
ほ
う
も
、
明
ら
か

に
片
言
程
度
を
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
欧
米
で
あ
れ
ほ
ど
人
気

を

博

し

た

日

本

の
古

い
物

語

を

語

る

の

に
、

文

学

的

な

意

図

を

入

れ

る

の
を

嫌

い
さ

え

し

て

い

た

よ
う

で

す

。

本

に
書

か

れ

て

い
る

と

お

り

に
読

ん

で

も

ら

う

の

で

は
な

く

、

妻

の
節

子

に
、

な

ん

ら

の
技

巧

を

加

え
な

い

で
、

普

通

の
言

葉

で
語

り
直

し

て
も

ら

う

ほ

う

を

好

ん

で

い
ま

し

た

。

そ
う

い
う

や

り

方

に
よ

っ

て

、

彼

が

好

き

だ

っ
た

民

話

的

な

性

格

を

失

わ

な

い
よ

う

に
と

願

っ
た

の

で
す

。

日
本

人

に

対

す

る

ハ
ー

ン
の
態

度

は

、

大

抵

の
場

合

、

き

わ

め

て
好

意

的

で
し

た
。

だ

が

同

時

に

な

ん

と

な

く

恩

着

せ

が

ま

し

い

と

こ

ろ

も

見

え

ま

し

た
。

.、O
嵩

ヨ
O
ω
Φ
ω

o
h
⊂
p
鼠
目
…

費

一
9
0
譽

、、
(
『
見

知

ら

ぬ

日
本

の

面

影

』

一
八

九

四

)
の
中

で

、

彼

は

こ
う

書

い

て

い
ま

す

。

「
こ

ん

な

に
も

穏

や

か

で
親

切

な

顔

を

、

私

は

今

ま

で

見

た

こ

と

が

な

い
。

そ

し

て
そ

う

し

た
顔

は

、

み

な

そ

の
持

主

の
魂

を

反

映

し

て

い
る

の
だ

。

誰

か

が

怒

り

の
声

を

張

り
上

げ

る

の
を

、

私

は

ま

だ

聞

い

た

こ

と

が

な

い
。

ま

た

非

道

な

行

為

も

、

目

に

し

た

こ

と

が

な

い
」
。
(
注

七

)
こ

の
調

子

で

は
、
必

ず

い

つ
か
幻

滅

が

来

る

の

は

目

に
見

え

て

い

ま

す

。

「
誰

か

が
怒

り

の
声

を

張

り

上

げ

る

」
の
を

耳

に
す

る

の
は

、

そ

の
頃

の

日

本

で
も

、

決

し

て

む
ず

か
し

く

は

な

か

っ
た

は

ず

だ

か

ら

で
す

。

ハ
ー

ン

に

と

っ
て

は

、

日

本

人

が

何

時

ま

で

も

一
寸

法

師

の
よ

う

に

小

さ

く

か

わ

い
く

て
、

常

に
菩

薩

の
よ

う

な

微

笑

を

湛

え

て

い

る

こ

と

が

肝

要

で

し

た

。

と

こ
ろ

が
残

念

な

が

ら

日

本

人

は

、

必

ず

し

も

こ
う

し

た
行

動

パ

タ

ー

ン

に
し

た

が

い

は
し

ま

せ

ん

で

し

た

。

日

本

に

た

い
し

て

幻

滅

を

経

験

し

出

し

た

後

も

、

彼

は
自

分

が
愛

す

る

日

本

の
も

の

に

つ

い
て

書

く

の

を

、

止

め

て

い
ま

せ

ん
。

ハ
ー

ン
に

と

っ
て

は

、

ま

ず

は

じ

め

に
、

本

物

の

日
本

人

が

い
た

西

洋

思

想

に
全

然

毒

さ

れ

た

こ

と

の
な

い
、
単

純
素

朴

、
善

良

な

人

々
で

す

。
彼

は

こ
う

し

た

人

々

が
持

つ
、

神

々
や

、

仏

教

と

い
う

高

貴

な
宗

教

へ
の
、

無

垢

で
、

子

供

の

よ

う

一40一



な
信
仰
を
愛
し
ま
し
た
。
ハ
ー
ン
は
書

い
て
い
ま
す
、
「私
が

一
番
感
心
し
た
の

は
、
通
俗
信
仰
の
持

つ
い
か
に
も
楽

し
そ
う
な
外
見
で
あ
る
。
冷
厳
で
、
禁
欲

的
で
、
自
己
抑
圧
的
な
と
こ
ろ
は
、

ど
こ
に
も
見
当
ら
な

い
。
ま
じ
め
、
と
呼

べ
そ
う
な
と
こ
ろ
さ
え
私
は
見
た

こ
と
が
な

い
の
だ
」。
(注
八
)他
の
あ
ら
ゆ
る

日
本
的
な
も
の
と
同
じ
く
、
宗
教
も

ま
た
そ
の
規
模
が
小
さ
く
、
か
わ
い
ら
し

い
。
「
お
寺
の
右
隣
に
は
小
さ
な
社

が
あ

っ
て
、
線
香
の
匂

い
が
あ
た
り
に
た
ち

こ
め
て
い
る
。
灰
が
つ
ま

っ
た
小
さ
な
こ
ん
ろ
の
よ
う
な
も

の
に
、
五
、
六
本

突

っ
立

っ
た
ち

っ
ぽ
け
な
棒
か
ら
、
身
を
く
ね
ら
せ
な
が
ら
立
ち
昇
る
青

い
煙

を
す
か
し
て
、
私
は
内
部
を
の
ぞ

い
て
見
る
…
…
」。
(注
九
)
大
き
な
も
の
は

な
に

一
つ
な
い
。
そ
し
て
、.
ま
じ
め

に
取
る
ほ
ど
の
も
の
も
、
な
に

一
つ
な
か

っ
た
の
で
す
。

成
長
す
る
の
を
拒
否
し
た
ピ
ー
タ
ー

・
パ
ン
と
ち
が
っ
て
、

ハ
ー

ン
は
、
自

分
が
成
長
す
る
の
に
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
日
本
人
は
、
永
遠

に
子
供
で
い
て
ほ
し
か

っ
た
の
で
す
。
彼
は
日
本
人
の

「多
く
の
悩
め
る
心
に

慰
め
を
与
え
、
多
く
の
純
真
な
心
に
喜
び
を
与
え
、
ま
た
多
く
の
純
真
な
祈
り

を
き
き
と
ど
け
て
く
れ
た
、
あ

の
奇
妙
で
、
無
邪
気
で
、
今
や
亡
び
つ
つ
あ
る

神
々
」
と
、
日
本

の
新
政
府
が
採
用
し
た
、
進
歩
と
進
化

の
現
代
思
想
と
を
比

べ
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
人
に
、
彼
ら
の
新
し

い
偶
像
の
前
に
頭
を
垂
れ

さ
す
位
な
ら
、
自
分
は
む
し
ろ
喜
ん

で
神

々
の
延
命
の
ほ
う
を
選
ぶ
だ
ろ
う
、

と
も
言

っ
て
い
ま
す
。

ハ
ー

ン
は
と
く
に
西
洋
的
教
育
に
慨
嘆
し
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
日
本

の
若
者
を

、
=

束
の
あ
や
め
の
花
、
あ
る
い
は
香
り

高

い

一
枝
の
梅
の
花
を
み
や
げ
に
、

ひ
た
す
ら
な
尊
敬

の
念
か
ら
、
外
国
人
教

師
の
と
こ
ろ

へ
礼
儀
正
し
く
訪
れ
て
来
る
あ

の
大
人
し

い
生
徒

先
生
に
言

わ
れ
た
と
お
り
に
振
舞

い
、
同
年
輩

の
西
洋
の
少
年
に
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
い

ま
じ
め
さ
、
信
頼
の
深
さ
、
そ
し
て
上
品
な
態
度
で
人
を
惹
き
つ
け
ず
に
は
お

か
な
い
日
本

の
生
徒
」
か
ら
、
少
年
時
代
の
純
真
さ
の

一
か
け
ら
も
留
め
な
い
、

あ

の
粗
暴
な
大
学
生

へ
と
変
貌
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
し
た
。
し
た
が

っ
て
コ

外
人
教
師
の
心
と
、
生
徒

の
心
と
の
あ
い
だ
に
、
今
拡
が
っ
て
い
る
目
に
は
見

え
な
い
深
淵
は
、
太
平
洋

の
広
さ
や
深
さ
よ
り
も
大
き
い
」
(注
十
)
の
だ
、
と

彼
は
言

っ
て
い
ま
す
。

私
は

ハ
ー
ン
に
か
な
り
多
く
の
言
葉
を

つ
い
や
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
、

日
本
に
つ
い
て
書

い
た
お
そ
ら
く
他

の
誰
よ
り
も
、
大
き
な
影
響
を
、
外
国

の

読
者
に
与
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
外
国
語
に
翻
訳
す
る
作
品
の
選
択
、

そ
し
て
読
者
が
な
に
を
日
本
に
期
待
す
る
か
は
、

ハ
ー

ン
に
よ

っ
て
作
り
出
さ

れ
た
日
本

の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
ア
ー
サ

i

・
ウ

ェ
ー
リ
ー
の
到
来
ま
で
、
世
界
の
中

の
日
本
文
学
と
は
、

一
種

の
ミ

ニ

ア
チ

ュ
ア
で
あ
り
、
精
巧
な
細
工
物

の
よ
う
で
あ
り
、
知
性
に
は
無
縁
な
も
の

と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
の
妹
で
あ

っ
た
エ
ミ
ー

・
ロ

ー

エ
ル
は
、
今
世
紀
初
頭
、

ロ
ン
ド
ン
で
興

っ
た
イ

マ
ジ
ス
ト
運
動
の
主
唱
者

の

一
人
と
し
て
、
重
要
な
詩
人
で
し
た
。
彼
女
は
ち
ょ
っ
と
俳
句
を
思
わ
せ
る

詩
を
書
き
ま
し
た
が
、
中

に
は
か
な
り
綺
麗
な
も
の
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
大
体
に
お
い
て
、
彼
女

の
詩
に
は
、

い
か
に
も
生
気
が
な
く
、
か
細

い
感
じ
の
も
の
が
多
か

っ
た
で
す
。
だ
か
ら
日
本
の
歌
と
は
、
み
な
繊
細
で
、

し
た
が

っ
て
ト

ン
ボ
や
桜
の
花
よ
り
複
雑
な
主
題
は
到
底
歌
え
そ
う
も
な
い
、

と
い
う

一
般
的
印
象
を
、
外
国
人
に
与
え
る
の
に
役
立
ち
ま
し
た
。
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衝
撃
を
与
え
た
ア
ー
サ
ー

・
ウ

ェ
ー
リ
ー
の
翻
訳

日
本
の
文
学
と
は

マ
イ
ナ
ー
な
文
学
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
支
配
的
な
意
見

が
よ
う
や
く
改
ま

っ
た
の
は
、

一
九

二
〇
年
代
、
ア
ー
サ
ー

・
ウ

ェ
ー
リ
ー
が
、

『源
氏
物
語
』
と

『枕
草
子
』
の
翻

訳
を
出
し
た
時

で
し
た
。
も

っ
と
も
す

で

に

一
入
八
二
年
、
外
交
官

の
末
松
謙

澄
が
、
『源
氏
物
語
』
の
抄
訳
を
出
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
翻
訳
は
、
語
学
的
に
は
難
が
な
い
と
し
て
も
、

文
体
が
い
か
に
も
無
味
乾
燥
で
、
ど
う
に
も

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
西
洋

の
読
者
に
は
、
事
実
上
な
ん
ら
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
よ
う

で
す
。

そ
し
て
作
者
紫
式
部
に
至

っ
て
は
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
学
者
に

「あ

の
退
屈

な
日
本
の
ス
キ

ュ
デ
リ
ー

(
マ
ド
レ
ー
ヌ

・
ス
キ

ュ
デ
リ
ー
。
十
七
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
女
性
作
家
)」
と
呼
ば
れ
て
、
も
う
さ
ん
ざ
ん
な
も

の
で
し
た
。

し
か
し

一
八
六
八
年
か
ら

一
九
二
〇
年
ま
で
に
現
れ
た
、
様
ざ
ま
な
日
本
文

学

の
翻
訳
作
品
の
読
者
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
も

い
く
ら
か
は
い
た
は
ず
で
す
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
翻
訳
が
出
版
さ
れ
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん

し
か
し

私
が
そ
の
影
響
の
あ
と
を
辿
る
こ
と

の
で
き
た
唯

一
の
作
品
は
、
F

.
V

・
デ

ィ
キ

ン
ズ
が

一
八
八
○
年
に
翻
訳
し
た

『忠
臣
蔵
』
で
す
。

こ
の
作
品

(あ
る

い
は

一
入
入
○
年
代
お
よ
び
そ
の
あ
と
に
出
た
他
の
翻
訳
)
は
、
の
ち
に
イ
ギ

リ

ス
の
桂
冠
詩
人
と
な

っ
た
ジ
ョ
ン
・メ
ス
フ
ィ
ー

ル
ド
に

『忠
義

の
士
た
ち
』

(
一
九

一
五
)
と
い
う
戯
曲
を
書

か
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
第
二
十

六
代
大
統
領
セ
オ
ド
ア

・
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
が
、

一
読
し
て
日
本
贔
屓
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
ほ
ど
、
彼
を
感
心
さ
せ
た
そ
う

で
す
。
お
ま
け
に
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

の

日
本
贔
屓
は
、
彼
が
日
露
戦
争
の
休
戦
交
渉
に
参
加
し
た
時
、

一
つ
の
国
際
的

な
意
味
さ
え
持

つ
に
至

っ
た
の
で
す
。
『忠
臣
蔵
』
の
中
国
語
訳
は
、
も

っ
と
早

く
、

一
七
九
四
年
に
出
ま
し
た
。
私
が
発
見
し
得
た
か
ぎ
り
、
お
そ
ら
く
最
初

の
日
本
文
学
の
中
国
語
訳
で
す
が
、
訳
者
は
誰
だ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
ま

せ
ん
。
し
か
し
赤
穂
城
主

の
仇
を
討

っ
た
四
十
七
人
の
浪
士
の
こ
と
は
、
世
界

中
で
あ
ま
り
に
も
有
名
に
な

っ
た
の
で
、
当
時
の

『ブ
リ
タ

ニ
カ
百
科
事
典
』

に
は
、
そ
の
た
め
に
特
に

一
項
が
設
け
ら
れ
た
ぐ
ら
い
で
し
た
。
も

っ
と
も
そ

の
時
、
日
本
文
学
全
体
に
つ
い
て
の
項
目
を

『ブ
リ
タ

ニ
カ
』

に
書

い
た
の
が
、

な
ん
と
霊
媒
を
通
じ
て
し
た
孔
子
と
の
対
話
を
本

に
し
て
有
名

に
な

っ
た
、
あ

る
蒙
古
文
学

の
専
門
家
だ
と

い
う
か
ら
恐
れ
入
り
ま
す
。
ま
だ
そ
う

い
う
時
代

だ

っ
た
の
で
す
。

今
世
紀
の
初
め
頃
に
、
世
界

の
文
学
に
混

っ
て
日
本
文
学
が
見
せ
て
い
た
あ

ま
り
パ
ッ
と
し
な

い
姿
と
は
対
照
的
に
、
以
後
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
文
学
翻

訳
と
消
化
の
ス
ピ
ー
ド
と

ス
ケ
ー
ル
に
は
、
ま
こ
と
に
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
最
初

の
接
触
か
ら
お
そ
ら
く
十
五
年
ぐ
ら
い
の
あ
い
だ
は
、

日
本
人
に
よ

っ
て
翻
訳
さ
れ
た
文
学
作
品
は
、
大
変

い
い
加
減
に
選
択
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
多
分
、
日
本
人
に
教
え
る
た
め
の
教
科
書
と
い
う

も
の
が
ま
だ
編
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
外
国

で
英
語
な
い
し
フ
ラ
ン
ス

語
を
学
ん
で
い
た
日
本
人
が
、
下
宿

の
お
ば
さ
ん
か
ら
な
に
か
小
説
本
を
借
り

る
、
そ
れ
を
語
学
の
勉
強
に
使

っ
て
、
あ
と
で
日
本
語
に
訳
す
、
と
い
っ
た
按

配
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
片
方
で
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
文
学

の
傑
作
が

一
杯
詰
ま

っ
た
宝
庫
が
、

日
本
人
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
、
開

扉
さ
れ
る
の
を
待

っ
て
い
た
時
代
に
、
選
り
に
選

っ
て
、
例
え
ば
、

一
八
三
三

年
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
で
出
版
さ
れ
た
作
者
不
詳
の
小
説
、.≧
玄
巳
費

o
が

9
①

網
o篝

σQ
]≦
o
昏
①
残
、
(
『ア

ル
ビ

ニ
ア

・
あ
る
い
は
若
き
母
親
』
)
と
い
っ
た
よ
う
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な
作
品
が
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
か
、
ど
う
に
も
合

点
が
い
き
ま
せ
ん
。

し
か
し

一
入
八
五
年
ぐ
ら

い
に
な
る
と
、
も
う
日
本
人
も
、
も

っ
と
筋
道
立

っ
て
西
洋
文
学
を
読
み
、
か
つ
翻
訳
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ

よ
り
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
頃
出
た
翻
訳
が
新
し
い
日
本
文
学
の
な
か
に
ど
ん

ど
ん
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
言
語
で
書

い
た
作
家
だ
ろ
う
と
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
主
要
な
作
家
で
、
日
本
語
に
ま
だ

一
度
も
翻
訳
さ
れ
て
い
な

い

作
家
を
現
在
考
え
る
の
は
、
大
変
む
ず
か
し
い
。
そ
し
て
、
外
国
文
学
の
影
響

を
全
然
受
け
て
い
な

い
日
本
の
作
家

を
考
え
る
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
む
ず
か
し

い
の
で
す
。
今
日
、
日
本
文
学
は
世

界
文
学
の

一
部

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
西

洋

の
編
集
者
た
ち
で
さ
え
、
過
去
二
十
年
の
あ

い
だ
に
痛
感
し
て
い
る
こ
と
な

の
で
す
。
例
え
ば

一
昔
前
ま
で
は
、

『世
界

の
詩
歌
』
と
い

っ
た
欲
ば

っ
た
タ
イ

ト
ル
の
も
と
に
、
国
際
的
な
詩

の
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
出
版
し
て
も
、
そ

の
中

に

日
本
の
詩
を
ま

っ
た
く
入
れ
な

い
こ
と
も
、
あ
り
得
ま
し
た
。
入
れ
た
と
し
て

も
せ
い
ぜ
い
俳
句
を
二

つ
か
三
つ
、
古
臭

い
ス
タ
イ
ル
の
、
し
か
も
間
違

い
だ

ら
け

の
翻
訳
で
、
ほ
ん
の
申
し
訳
程
度
に
入
れ
る
の
が
関

の
山
で
し
た
。
し
か

し
今
日
な
ら
ば
、

い
さ
さ
か
で
も
名

の
通

っ
た
編
集
者
な
ら
ば
、
そ
う

い
う
視

野

の
狭
い
こ
と
は
や
ら
な

い
で
し
ょ
う
。

前

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ー
サ
i

・
ウ

ェ
ー
リ
ー
の
翻
訳

の
お
か
げ
で
、

日
本
文
学
に
対
す
る
西
洋
人
の
考
え

は

一
変
し
ま
し
た
。
彼
の

『源
氏
物
語
』

訳
の
第

一
巻
が

一
九
二
三
年
に
出
た
時
、
そ
の
衝
撃
に
驚
倒
し
た
書
評
家
た
ち

は
、
な
に
か
こ
れ
に
比

べ
得
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
学
は
な

い
も

の
か
と
、

い
ろ

い
ろ
智
慧
を
絞
り
ま
し
た
。
あ
る
も

の
は
、
こ
ち
ら
も
宮
廷
を
舞
台
に
し
た

ロ

マ

ン

ス

だ

と

い
う

の

で

『
ア

ー

サ

ー

王

の
死

』

に

類

似

性

を

見

出

し

ま

し

た

。

恋

愛

事

件

が
無

数

に
描

か

れ

て

い

る

の
で

ボ

ッ
カ

チ

オ

の
作

品

に

似

て

い
る

、

と

い
う

も

の
も

あ

り

ま

し

た
。

そ

し

て

そ

の

ほ

か

、

と

ん

で

も

な

い
作

品

と

の

比

較

が
、

い
ろ

い
ろ

現

わ

れ

ま

し

た
。
中

で

も

私

の

お
気

に

入

り

は
、
「
ド

ビ

ュ

ッ

シ
ー

の
音

楽

の
伴

奏

に
よ

る

」

フ
ィ

ー

ル
デ

ィ

ン
グ

の

『
ト

ム

・
ジ

ョ
ー

ン

ズ

』

だ

、

と

い
う

の
で

す

。

と

に

か

く

こ
う

し

た

と

ん

で

も

な

い
比

較

が

出

る

の
も

、

そ

れ

ま

で

は

精

巧

に

彫

ら

れ

た
根

付

け

の
よ

う

に

、

小

さ

く

て

か

わ

い

ら

し

い
詩

歌

だ
け

し

か

な

い
国

と

し

て
知

ら

れ

て

い
た

日

本

に
、

『
源

氏

物

語

』

の
よ

う

な

大

小

説

が

あ

っ
た
事

実

を

受

け

容

れ

る

の

が

、

西

洋

人

に

は

ま

こ

と

に

む
ず

か

し

か

っ
た

か

ら

に

ち

が

い
あ

り

ま

せ

ん
。

ウ

ェ
ー

リ

ー

の
翻

訳

は

、

い
わ

ゆ

る

自

由

翻

訳

で

し

た
。

私

は

か

つ
て

ど

う

い
う

ふ

う

に
あ

の
小

説

を

翻

訳

し

た

か

を

、

じ

か

に

ウ

ェ
ー

リ

ー

自

身

か

ら

聞

い
た

こ

と

が
あ

り

ま

す

。

ま

ず

、

原

作

の

一
つ

の
文

節

を

、

完

全

に
理

解

で

き

た

と

思

え

る

と

こ
ろ

ま

で

調

べ

る
。

次

に
そ

う

し

て

頭

の
中

に

入

っ
た
も

の
を

、

そ

の
間

原

文

は

少

し

も

見

な

い
で
、

今

度

は

英

語

で
書

く

。

そ

し

て
最

後

に

、

再

び
原

文

に

戻

っ
て

チ

ェ

ッ
ク

し

、

も

し

彼

の
英

文

が
原

作

の

日
本

語

と

大

体

同

じ

こ

と

を

言

っ
て

い
る

と

確

信

で
き

れ

ば

、

か

り

に
原

文

の
語

が

一
つ
二

つ

抜

け

て

い
て

も

、

逆

に

増

え

て

い
て

も

、

そ

の
ま

ま

に

し

て

お

く

こ

と

に

し

た
、

と

い
う

の

で
す

。

ど

う

や

ら

ウ

ェ
ー

リ

ー

が

一
番

恐

れ

て

い

た

こ

と

は

、

原

文

に
あ

ま

り

に
忠

実

す

ぎ

て
、

あ

の
末

松

版

の
よ

う

に
、

英

語

の

訳

文

が

不

自

然

に
な

っ
た

り

、

読

ん

で
退

屈

に

響

い

た

り
す

る

こ

と

だ

っ
た
よ

う

で

す

。

と

に

か

く

、

『
源

氏

物

語

』
を

訳

し

て

、

実

に
美

し

く

、

ま

た

完

全

に
読

み

易

い
英

語

に

し

た

こ

と

に

お

い

て
、

彼

の
翻

訳

は

、

見

事

に
成

功

し

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が
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ず

っ
と
後
の
こ
と
で
す
が
、
西
洋
に
お
け
る

一
部
の
日
本
文
学
研
究
家
か
ら
、

彼
は
手
き
び
し
く
批
判
さ
れ
る
羽
目

に
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、

こ
の
物
語
の

中

の
、
都
合
の
悪

い
要
素
を
省

い
て
し
ま
う

こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
ウ

ェ
ー
リ

ー
は
、
自
分
の
翻
訳
を
、
西
洋

の
読
者
に
と

っ
て
は
な
は
だ
口
当
り
の
よ
い
読

み
物
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
、

と
い
う

の
で
し
た
。
例
え
ば
仏
教

の
法
要

の
場
面
な
ど
。

こ
う

い
う
も

の
は
、

ウ

ェ
ー
リ
ー
が
作
り
出
し
た
、
当
時
の
イ

ギ
リ
ス
上
流
階
級
の
生
活
を
思
わ
せ
る
平
安
貴
族
社
会

の
雰
囲
気
が
こ
わ
さ
れ

て
し
ま
う
か
ら
、
さ

っ
さ
と
省

い
て
し
ま

っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
上
、

そ
う
し
た
省
略
が
あ

っ
て
も
、
彼
の
翻
訳
は
、
原
作
に
忠
実
な
も
の
よ
り
も
も

っ
と
長
く
な

っ
て
い
る
と

い
う
批
判
も
あ
り
ま
し
た
。

私
自
身
は
、
日
本
文
学
を
学
ぶ
も

の
と
し
て
、
ウ

ェ
ー
リ
ー
が
『源
氏
物
語
』

の

「
鈴
虫
」

一
帖
を
全
部
抜
か
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
、
ま
こ
と
に
遺
憾
に
思

う
も

の
で
す
。
と
は
い
え
十
入
歳
の
時
初
め
て
ウ

ェ
ー
リ
ー
の

『
源
氏
物
語
』

を
読
ん
で
、
そ
れ
以
来
、
彼

の

『源
氏
物
語
』
鑽
仰
者
と
な

っ
た
人
間
と
し
て
、

私
は
千
頁
に
及
ぶ
大
冊
の
な
か
の
、
高

々
八
頁
の
省
略
ぐ
ら
い
は
、
喜
ん
で
大

目
に
見
よ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ウ

ェ
ー
リ
ー
が
、

こ
の
か
な
り
興
味
深
い

一
帖
を
省
い
て
し
ま

っ
た
の
は
、
な
ん
と
し
て
も
合
点

が
い
き
ま
せ
ん
。

こ
の

一
帖
が
、
む
ず
か
し
す
ぎ
て
、
彼
の
手
に
余

っ
た
か
ら

だ
、
な
ど
と

い
う

こ
と
で
は
ま
さ
か
な

い
で
し
ょ
う
。

こ
の
い
わ
ば
美
的
選
択

を
、
読
者
が
果
し
て
納
得
し
て
く
れ

る
か
ど
う
か
、
彼
は
賭
け
た
の
で
す
。

そ
し
て
学
者
は
不
平
を
言

い
ま
し

た
が
、
彼
は
自
分
が
最
も
喜
ば
せ
た
い
と

思

っ
た
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
れ
が
十
分
優
雅
に
表
現
さ
れ
て
い
さ
え

す
れ
ば
、
日
本
文
学
と
い
う
未
知
の
領
域
に
、
あ
え
て
足
を
踏
み
入
れ
る
の
を

辞

さ

な

い
教

養

あ

る

読

者

を

、

喜

ば

す

こ

と

に

は

成

功

し

ま

し

た
。

以

後

学

問

的

に
も

っ
と

し

っ
か

り

し

た
、

新

し

い
英

訳

『
源

氏

物

語

』

も

出

て
、

多

く

の

読

者

を

獲

得

し

ま

し

た

け

れ

ど
も

、

ま

だ

ウ

ェ
ー

リ

ー

訳

に

取

っ
て
代

わ

る

と

こ
ろ

ま

で

い

っ
て

い
ま

せ

ん
。

ウ

ェ
ー

リ

ー

自

身

は

、

自

分

の
翻

訳

作

品

の
な

か

で

一
番

気

に
入

っ
て

い

る

も

の

は
、

、、↓
ず
Φ
勺
皀
o
芝

じU
o
O
評

o
h
ω
巴

ω
ゴ
o
蠧

ひq
o
づ
..
(
『
枕

草

子

』
)

の
抄

訳

だ

と

言

っ
て

い
ま

す

。

平

安

朝

、

お

よ

び
そ

の
後

の

日
本

文

学

を

翻

訳
す

る

の

に
、

ウ

ェ
ー

リ

ー

に

次

い

で
美

し

い
英

語

を

駆
使

し

た

ア

イ

ヴ

ァ

ン

・
モ
リ

ス

に
よ

る

こ

の
作

品

の
完

訳

は
、

確

か

に
申

し

分

な

い
出

来

だ

と

言

え

ま

し

ょ
う

。

し

か
し

ウ

ェ
ー

リ

ー

の
訳

の
中

に

は

、

い

つ
ま

で

も

私

た

ち

の
耳

に
残

り

、

余

人

の
訳

に

は

到

底

期

待

で
き

な

い
、

な

に

か
魔

力

的

な

魅

惑

を

発

散

し

て

い

る

章

句

が
あ

る

の

で
す

。

ウ

ェ
ー

リ

i

以

降

の

日
本

文

学

の
位

置

一
九

二

一
年

(
ノ

エ

ル

・
ペ

リ

の
翻

訳

が
出

た

の

と

同

年

)

に
出

版

さ

れ

た

ウ

ェ
ー

リ

ー

の
..↓
ゲ
①
Z
O

℃
一9
<
ω
O
h
冒

O
餌
筏
、
(
『
日

本

の
能

楽

』
)

は

、

彼

の

他

の

日
本

文

学

作

品

の
翻

訳

ほ

ど

、

そ

の
反

響

は

大

き

く

あ

り

ま

せ

ん

で
し

た
。

お

そ

ら

く

そ

の
時

ま

で

に
、

能

楽

の
他

の
翻

訳

が

す

で

に

出

さ

れ

て

い
た

せ

い

で
も

あ

っ
た

で
し

ょ
う

。

例

え

ば

一
九

一
六

年

に
出

た

エ
ズ

ラ

・
バ

ウ

ン
ド

の

訳

は
、

ア

ー

ネ

ス
ト

・
フ

ェ
ノ

ロ
サ

が

生

前

準

備

し

て

い
た

草

稿

に

基

づ

く

も

の

で
し

た

。

ウ

ェ
ー

リ

ー

の

『
源

氏

物

語

』

訳

が
あ

ま

り

に

自

由

奔

放

す

ぎ

る

と

言

っ
て

非

難

す

る

人

は
、

バ

ウ

ン
ド

が
能

に

対

し

て

や

っ
た

こ

と

を

、

一
度

じ

っ
く

り

調

べ

て

み

ら

れ

る

が

よ

い
と

思

い
ま

す

。

時

と

し

て

、

と

く

に
原

文
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に
忠

実

で

あ

れ

と

い
う

義

務

感

に

さ

い
な

ま

れ

て

い
な

い
時

に
彼

が

見

せ

る
、

お

そ

ら

く

即

興

的

に

出

来

た

訳

文

は

、

見

事

と

言

う

ほ

か

は

あ

り

ま

せ

ん

。

と

こ
ろ

が

、

彼

の
語

学

的

な

誤

り

は

、

惨

憺

た

る

こ
と

時

に

目

を

掩

う

ば

か

り

。

そ

し

て

(
多

分

イ

エ
イ

ツ

の
影

響

で

し

ょ
う

)

小

町

や

そ

の
他

の
登

場

人

物

に
、

ア

イ

ル

ラ

ン
ド

訛

り

の
英

語

で

し

ゃ

べ
ら

せ
よ

う

と

い
う

目

論

見

は
、

ど

う

に

も

筋

が
通

り

に
く

い

の

で
す

。

ク

ル
ト

・
ワ
イ

ル
が

音

楽

を

つ
け

た

ベ

ル
ト

ル

ト

・ブ

レ

ヒ
ト

の

戯
曲

..U
Φ
『
冒

ω
鋤
ひq
Φ
『
..
(
『
は

い
、

と

言

う

人

』
)

は
、

ウ

ェ
ー

リ

ー

が
英

訳

し

た

謡

曲

「
谷

行

」

を

忠

実

に
な

ぞ

っ
た

も

の

に

ほ

か
な

り

ま

せ

ん

。

ま

た

や

は

り

謡

曲

「
隅

田

川
」

の
、

も

っ
と

後

半

の
翻

訳

に

基

づ

く

ベ

ン

ジ

ャ

ミ

ン

・
ブ

リ

テ

ン

の

オ

ペ

ラ

、.〇
二
二
①
≦

空

く
Φ
実

(
『
カ

ー

リ

ュ
i

河

』
)

は

、

西

洋

演

劇

に

よ

る
、

い
わ

ば

能

楽

引

用

の
例

と

し

て
、

さ

ら

に
効

果

的

な

も

の
だ

と

言

え

る

年

で
し

ょ

う

。

古

典

、

近

代

を

問

わ

ず

、

日

本

文

学

の
、

英

語

、

フ
ラ

ン

ス
語

、

ド

イ

ツ

語

な

ど

へ
の
様

ざ

ま

な

翻

訳

は

、

一
九

三

〇

年

代

、

四

十

年

代

の
間

に

試

み

ら

れ

ま

し

た

。

商

業

出

版

社

か

ら
出

さ

れ

た

も

の
も

あ

り

ま

し

た

が
、

大

抵

の
翻

訳

は
、

い
ろ

い
ろ

な

ア

カ
デ

ミ

ッ
ク

な

機

関

誌

の
中

に

埋

も

れ

て

い

っ
た

の

で
す

。

あ

る
作

品

の
翻

訳

が

存

在

す

る

、

と

い
う

こ
と

は
、

「
こ

れ

は

や

り

ま

し

た

よ

」

と

い
う

こ
と

の
証

明

と

し

て
、

ま

ず

意

味

が

あ

り

ま

し

た

。

し

た

が

っ
て

新

し

い
、

も

っ
と

ま

し

な

翻

訳

を

す

る

こ
と

な

ぞ

、

ど

う

で
も

よ

か

っ
た

の

で
す

。

確

か

一
九

四

八

年

の

こ

と

で
す

。

あ

る
偉

い
西

洋

人

の
日

本

文

学

者

に

、

な

に

か
私

が

翻

訳

し

て

も

い

い
と

思

わ

れ

る

日
本

文

学

の
作

品

を

推

薦

し

て

く

だ

さ

い
と

お

願

い
し

た

ら

、

大

事

な

作

品

は
も

う

み

な

翻

訳

さ

れ

て

る

よ

、

と

言

わ

れ

た
も

の

で
す

。

そ

し

て

こ

こ
で

付

け

加

え

て

お

き

た

い

の
は

、

本

当

の
と

こ
ろ
は
そ
の
頃
、
西
鶴

の
小
説
、
芭
蕉
の
お
も
な
紀
行
文
、
近
松
の
主
要
な
戯

曲
な
ど
は
お
ろ
か
、
森
鴎
外
、
谷
崎
潤

一
郎
、
永
井
荷
風
、
川
端
康
成
な
ど
の

英
訳
も
存
在
し
て

い
な
か

っ
た
の
で
す
。
も

っ
と
若
い
作
家

の
作
品
に
至

っ
て

は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
そ
の
当
時
存
在
し
た
平
安
朝

の
女

房
日
記
の
翻
訳
と
き
た
ら
、
ま
こ
と
に
ひ
ど
い
も

の
で
あ

っ
た
。
実
際

の
と
こ

ろ
、
ウ

ェ
ー
リ
ー
の
翻
訳
作
品
、
そ
し
て

一
九
四
〇
年
、
日
本
人
と
イ
ギ
リ
ス

詩
人

一
人
を
加
え
た
翻
訳
委
員
会
の
手
に
な
る

『万
葉
集
』
の
抄
訳
と
を
除
く

と
、
第
二
次
大
戦
以
前
に
は
、
今
日
な
お
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
日
本
文
学

の

翻
訳
は
、
た
だ
の

一
冊
も
な
か

っ
た
の
で
す
。

日
本
文
学
に
つ
い
て
の
知
識
が
、
日
本
以
外
の
国
で
急
激
に
増
大
し
た
の
は
、

ひ
と
え
に
太
平
洋
戦
争
の
結
果
で
あ

っ
た
。
戦
争
中
、
数
千
人
も

の
ア
メ
リ
カ

と
イ
ギ
リ
ス
の
青
年
が
、
軍
事
的
目
的
の
た
め
に
日
本
語
の
通
訳
や
翻
訳
者
に

な
る
た
め
の
訓
練
を
受
け
て
ま
し
た
。
そ
し
て
戦
争
が
終
結
し
て
か
ら
、
少
な

く
と
も
、
五
十
年

の
あ
い
だ
は
、

日
本
は
経
済
的
に
立
ち
直
れ
な

い
だ
ろ
う
と

い
う

の
が
常
識
で
し
た
し
、
そ
れ
に
学
者

の
あ
い
だ
で
は
、
日
本
文
化
の
す
べ

て
、

い
や
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
中
国
文
化
か
ら
摂
取
し
た
も
の
だ
と
信
じ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
日
本
語
を
学
習
し
た
数
千
人

の
若
者

の
う
ち
、
約
二
十
人
が
、
戦
後
日
本
文
学
の
専
攻
者

の
道
を
進
む
決
心

を
し
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
二
十
人
ば
か
り
の
若

い
学
者
は
、
す

で
に

一
九
五
〇

年
代
、
自
分
の
書
い
た
も
の
を
、

い
ろ
い
ろ
出
版
し
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
頃
か
ら
、
世
界
に
お
け
る
日
本
文
学

の
地
位
は
、
以
前
に
比
べ
て
、
は
る
か

に
重
き
を
な
し
て
き
ま
し
た
。

今
こ
こ
で
、
現
在
英
語
訳
で
読
め
る
日
本
文
学

の
作
品
を

い
ち
い
ち
挙
げ
て
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み
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
意
味
は
な

い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
に
フ

ラ

ン
ス
語
や

ロ
シ
ア
語
、
そ
の
他
の
国
語
訳
の
も
の
を
加
え
る
な
ら
ば
、
そ

の

数
た
る
や
、
厖
大
な
も

の
に
な
る
は
ず
で
す
。
私

の
学
生
は
し
ば
し
ば
私
に
、

ち
ょ
う
ど

一
九
四
八
年
に
私
自
身
が
私
の
先
生
に
し
た
の
と
同
じ
質
問
、
す
な

わ
ち
ま
だ
訳
さ
れ
て
い
な
い
作
品
で
な
に
か
推
薦
し
て
下
さ
る
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
か
、
と
訊

い
て
来
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、
昔

の
先
生
が
私
に
し
た
と
同
じ

答
え
を
し
て
や
ろ
う
か
と

い
う
誘
惑

に
か
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
、
も
ち
ろ
ん
私

は
、
そ
れ
が
正
し
く
な

い
こ
と
を
知

っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
私

の
世
代
と
は

ち
が

っ
た
点
で
才
能
に
恵
ま
れ
た
新

し
い
世
代
の
翻
訳
者
た
ち
は
、
も

っ
と
す

ぐ
れ
た
翻
訳
を
す
る
力
、
あ
る

い
は
私
の
世
代

の
学
者
た
ち
に
は
、
到
底
不
可

能
だ
と
思
わ
れ
た
作
品
を
翻
訳
す
る
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
今
か
ら
十

年
前
な
ら
ば
、
『古
今
集
』
な
ぞ
翻
訳
し
て
も
仕
方
な

い
、
と
私
は
言

っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
ま
た
初
め
て
こ
の
歌
集

が
編
ま
れ
た
時
以
来
、
日
本
人
が
そ
れ
に

集
め
ら
れ
た
歌

の
中
に
見
出
し
た
美

は
、
ま
こ
と
に
捉
え
が
た
く
、
日
本
語
を

母
国
語
と
す
る
も
の
に
の
み
訴
え
る
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
外
国

語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、

と
言

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
今
か

ら
二
年
前
、
た
ま
た
ま
二

つ
別

々
の

『古
今
集
』
の
英
訳
が
、
世
に
現
わ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
そ
の
二

つ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
意
味
で
す
ぐ
れ
た
翻
訳

で
あ
り
、
先
に
言

っ
た
私

の
考
え
が
、
ま

っ
た
く
誤

っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し

て
く
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
、

い
か
に
す
ぐ
れ
て

い
る
と
は
言

っ
て
も
、
こ
れ
ら
二
冊
の

『古
今

集
』

の
翻
訳
が
、
外
国
で
、
日
本

の
現
代
小
説
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
ー

い
や
、

『源
氏
物
語
』
と
同
じ
ぐ
ら

い
で
も
よ

い
の
で
す
が
1

読
者
が
付
く
だ
ろ
う
、

と
思
い
込
も
う
と
し
て
も
無
駄
で
し
ょ
う
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
で
、
別
に
か
ま

い
ま
せ
ん
。
『古
今
集
』
の
翻
訳
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
ひ
も
と
い
て
み

よ
う
と
い
う
気
概
あ
る
読
者

の
、
詩
的
経
験
を
豊
か
に
す
る
に
ち
が
い
な
い
か

ら
で
す
。
ま
た
、
か

つ
て
俳
句
が
外
国
に
紹
介
さ
れ
た
時

の
程
度
に
ま
で
も
、

こ
れ
ら
が
海
外

の
詩
の
作
法

に
影
響
を
与
え
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
も
疑
わ
し

い
。

と
は
い
え
私
の
こ
の
推
測
は
、
結
局
全
部
間
違

っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

過
去
百
年
間
の
日
本
文
学
を
読
ん
で
い
て
、
そ
の
中
に
西
洋
文
学

の
影
響
を

探
知
す
る
の
は
易
し
い
こ
と
で
す
。
坪
内
逍
遙
の
歌
舞
伎
作
品
は
、
彼

が
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
を
翻
訳
し
な
か

っ
た
ら
、
あ
あ
は
な
ら
な
か

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は

明
か
で
す
。
三
島
由
起
夫

の
最
も
優
れ
た
戯
曲

『サ
ド
侯
爵
夫
人
』
に
は
、
ラ

シ
ー
ヌ
の
影
響
が
は

っ
き
り
と
見
て
取
れ
ま
す
。
ま
た
安
部
公
房
は
、
そ
の
作

品
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
そ
れ
が
分
か
る
人
は
少
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
自
分
が

受
け
た

一
番
強

い
文
学
的
影
響
は
ル
イ

ス

・
キ
ャ
ロ
ル
だ
、
と
言

っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
日
本
の
近
代
文
学
に
与
え
た
外
国
文
学

の
影
響
を

い
ち
い
ち
あ
げ

て
ゆ
け
ば
、
そ
の
リ

ス
ト
は
た
い
へ
ん
長

い
も

の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

そ
の
末
端
は
、
あ
の
日
夏
耿
之
介
が
言

っ
た
、
近
代
に
お
け
る
日
本
文
学

の
歴

史
と
は
、
西
欧
文
学
か
ら
受
け
た
影
響
の
歴
史

に
他
な
ら
な
い
と

い
う
、
あ
ま

り
ぞ

っ
と
し
な

い
結
論
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
か
り
に
こ
の
結
論
が
正
し

い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
日
本

の
作
家
が
、

世
界
の
文
学
界
全
体
に
起

こ
っ
て
い
た
変
化
に
対
し
て
敏
感
で
あ

っ
た
こ
と
を

示
す
以
外

の
、
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ

「
世
界
の
中

の
日
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本
文
学
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
の
、
ま
さ
し
く

一
面
な
の
で
す
。
そ
し

て
も
う

一
つ
の
面
、
す
な
わ
ち
世
界
文
学
の
中

の
不
可
欠
要
素
と
し
て
の
日
本

文
学
受
け
容
れ
と

い
う
面
は
、
今
や
、
そ
れ
も
ど
う
や
ら
確
か
に
実
現

の
速
度

が
も

っ
と
遅
か

っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
と
う
と
う
実
現
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
の
た
め
に
喜
ば
し

い
だ
け
で
は
な
く
、

世
界
の
た
め
に
も
、
喜
ば
し

い
こ
と
な
の
で
す
。
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