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学
に
限
ら
ず
芸
術
全
般
に
対
し
て
、
独
創
性
に
価
値
を
お
く
考
え
方
は

ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ほ
か

の
誰
か
の
作
品
を
も
と
に
し
て
新
た
に
作
品
を
生
み
だ
し
た
場
合
、
盗
作
・

．
．

剽
窃
と
い
わ
れ
か
ね
な
い
し
、
も
し
く
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
天
才
論
に
も
と
づ
く
完
全

な
独
創
性
な
ど
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
の
ズ
レ
に
対
す
る
問

い
と
可
能
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
、
本
稿
で
「
翻
案
」
に
つ
い
て
考
え
る
意
義

で
あ
る
。

あ
る
作
品
を
も
と
に
し
て
新
た
に
作
品
を
作
る
と
い
う
の
は
、
本
歌
取
り

．
．

は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』
の
「
香
炉
峰
の
雪

、
上
田
秋
成
の

」

「
雨
月
物
語
」
が
「
牡
丹
燈
記
」
な
ど
中
国
怪
異
小
説
を
も
と
に
し
て
い
る

、

「

」

「

」

、

こ
と
や

滝
沢
馬
琴
の

南
総
里
見
八
犬
伝

と

水
滸
伝

の
関
係
な
ど

数
多
く
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
場
合
、
た
と
え
原
典

の
指
摘
が
行
わ
れ
る
に
し
て
も
教
養
の
証
と
し
て
で
あ
っ
て
、
非
難
す
る
た

め
で
は
な
い
し
、
同
時
に
自
分
の
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
強
調
す
る

よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
期
、
翻
案
は
原
典
が

あ
る
と
い
う
だ
け
で
非
難
の
対
象
と
な
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
強
調
が
頻
繁
に
な

さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
翻
案
と
は
何
か
、
試
み
に
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』

を

*

一

見
る
と
、

一
口
に
翻
訳
と
創
作
と
の
中
間
に
位
す
る
文
芸
作
品
が
翻
案
だ
と
言
っ

て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

『
言
海
』
に
も
、
中
国
辞
典
に
も
見
え
て
い
る

。

か
ら
、
由
来
は
古
い
言
葉
に
相
違
な
い
が
、
定
義
は
曖
昧
で
新
村
出
の

『
辞
苑
』
に
は
「
外
国
の
小
説
、
戯
曲
な
ど
を
、
筋
や
事
件
は
原
作
の

ま
ま
と
し
て
人
事
、
風
俗
、
地
名
、
人
名
等
の
み
を
自
国
の
も
の
に
改

作
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
を
標
準
と
す
る
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
外

国
の
作
品
に
限
ら
ず

自
国
の
作
品
を
改
作
し
て
い
る
例
も
あ
る

中

、

。（

略
）
ま
た
そ
の
翻
案
の
程
度
に
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
原
作
の
結
構
を

そ
の
ま
ま
敷
写
し
に
し
た
の
も
あ
れ
ば
、
天
衣
無
縫
の
妙
を
つ
く
し
て

全
く
日
本
式
に
同
化
さ
れ
、
外
国
臭
を
ほ
と
ん
ど
残
し
て
い
な
く
て
、

ま
る
ま
る
日
本
の
話
か
と
思
う
よ
う
な
の
が
あ
り
、
ま
た
、
一
部
分
だ

け
を
巧
み
に
使
っ
た
の
も
あ
り
、
あ
る
い
は
一
句
を
作
り
か
え
て
有
名

に
な
っ
た
の
も
あ
る

（
中
略
）

。

論
文
の
方
面
に
も
翻
案
は
あ
り
、
…
…

（
執
筆
者

小
笠
原
克
）

明
治
期
の
辞
書
を
見
て
み
る
と
、
さ
ら
に
翻
案
の
規
定
は
幅
広
く
、
た
と
え

ば
明
治
二
十
四
年
の
『
言
海
』

に
よ
れ
ば
、
翻
案
は

「
仕
組
ヲ
仕
易
ヘ

*

二

、

テ
ス
ル
コ
ト
」
と
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
以
上
の
記
述
が
な
い
。
明
治
二
十
六

年
の
『
日
本
大
辞
書
』

に
も
「
漢
語
。
仕
組
ミ
ヲ
カ
ヘ
ル

」
と
あ
る
の

*

三

。

み
で
あ
る
。

翻
案
＝
あ
る
小
説
を
作
り
替
え
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、

①
あ
る
一
つ
の
小
説
を
そ
の
ま
ま
別
の
翻
案
小
説
へ
と
作
り
替
え
ら
れ

る
場
合



②
一
つ
の
小
説
の
、
有
る
部
分
は
削
除
、
有
る
部
分
は
付
け
足
し
て
作

り
替
え
ら
れ
る
場
合

③
一
つ
の
小
説
の
一
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
作
り
直
す
場
合

④
複
数
の
作
品
を
一
つ
の
翻
案
小
説
へ
作
り
替
え
ら
れ
る
場
合

⑤
複
数
の
小
説
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
あ
つ
め
て
作
り
替
え
ら
れ
た

場
合

⑥
あ
る
小
説
の
一
部
分
が
、
翻
案
小
説
の
一
部
分
と
し
て
考
え
ら
れ
る

場
合

と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
分
類
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
も
と
に
な
っ
た
作
品

と
ど
の
程
度
似
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
た
問
題
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
①
あ
る
西
欧
の
小
説
を
そ
の
ま
ま
別
の
小
説
へ
と
作
り
替
え

ら
れ
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
翻
訳
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
翻
案
で

あ
る
の
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
作
品
の
舞
台
設
定
、
事
物
な
ど
だ
け
日
本

の
も
の
に
置
き
換
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
翻
訳
で
あ
る
と
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
完
璧
な
翻
訳
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
へ
と
向
か
い
、
ノ
イ
ズ
が
大
き
け
れ
ば
翻
案
で
、

ノ
イ
ズ
が
ゼ
ロ
、
あ
る
い
は
ゼ
ロ
に
近
け
れ
ば
翻
訳
で
あ
る
な
ど
な
る
か
も

し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
④
複
数
の
作
品
が
一
つ
の
翻
案
小
説
へ
作
り
替
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
場
合
、
三
編
の
作
品
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
と
も

か
く
、
三
千
の
作
品
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
三
千
の
作

品
の
翻
案
と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
完
全
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ど
無
い

と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
あ
る
作
品
は
、
必
ず
他
の
作
品
の
あ
る
部
分
に

似
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
ま
で
翻
案
と
い
う
な
ら
ば
、
全
て
の
創
作
は

翻
案
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
ま
た
ま
似
て
い
た
場

合
を
も
含
め
て
翻
案
と
い
う
の
か
、
翻
案
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
な
の

か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
。

も
と
に
な
る
作
品
の
性
質
と
し
て
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
場

合
と
、
誰
も
知
ら
な
い
作
品
で
あ
る
場
合
、
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が

知
識
人
に
は
知
ら
れ
て
い
る
場
合
と
い
う
三
種
類
が
あ
る
。

翻
案
小
説
の
作
者
に
目
を
向
け
た
場
合
、
作
者
が
翻
案
で
あ
る
と
名
乗
る

場
合
と
名
乗
ら
な
い
場
合
と
い
う
二
分
類
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
翻

案
で
あ
る
と
作
者
本
人
が
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
基
準
は
ど
う
い
う
も
の
で

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

作
者
が
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
ら
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た

め
、
翻
案
で
あ
る
こ
と
は
他
か
ら
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の

指
摘
の
妥
当
性
は
も
ち
ろ
ん
、
逆
に
、
翻
案
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
指
摘

さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

翻
案
す
る
作
者
の
態
度
と
し
て
も
、
も
と
に
な
る
作
品
に
創
作
意
欲
を
促

さ
れ
て
新
た
に
作
品
を
つ
く
り
だ
し
た
場
合
、
創
作
に
行
き
詰
ま
っ
て
他
の

作
品
の
筋
を
取
ろ
う
と
し
た
場
合
、
た
ま
た
ま
本
屋
で
見
つ
け
た
も
の
を
軽

、

、

い
気
持
ち
で
作
り
替
え
た
場
合

原
典
の
世
界
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
動
し
て

そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
分
類
が
相
互
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
来
る
だ

ろ
う
か
ら

「
翻
案
と
は
何
か
」
と
考
え
た
と
き
、
そ
の
境
界
は
際
限
な
く

、

広
が
っ
て
し
ま
う
。

あ
る
作
品
を
も
と
に
し
て
新
た
に
作
品
を
産
み
出
す
と
い
う
構
造
に
着
目

．
．

す
る
な
ら
ば
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
は
何
が
違
う
の
か
、
本
歌
取
り
と
は
何
が
違



う
の
か
、
翻
訳
と
は
何
が
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
は
何
か
、
本
歌
取
り
と
は
何

、

。

、

か

翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
新
た
な
問
い
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
る

し
か
し

パ
ロ
デ
ィ
ー
に
も
翻
訳
に
も
確
固
た
る
定
義
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

翻
案
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
案
に
関
す
る
先
行
研

究
は
集
め
た
限
り
で
は
約
百
五
十
ほ
ど
あ
る
が
、
翻
案
そ
の
も
の
に
対
す
る

問
い
は
な
い
に
等
し
い
。

と
り
あ
え
ず
誰
か
が
翻
案
と
し
た
小
説
を
論
じ
ま
す
と
い
う
だ
け
で
は
説

得
力
が
な
い
し
、
翻
案
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
原
典
と
お
ぼ
し
き
小
説

と
の
比
較
を
行
う
こ
と
に
疑
い
の
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
も
仕
方
が
あ
る

ま
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
小
説
は
翻
案
な
の
か
。

本
稿
で
は
、
ト
ド
ロ
フ
が
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
に
お
い
て
幻
想
文
学
の

ジ
ャ
ン
ル
論
を
展
開
し
た
と
同
様
に
、
翻
案
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
構
築

を
目
指
し
た
い
。
た
だ
、
小
説
を
分
類
す
る
枠
組
み
が
ひ
と
つ
増
え
た
と
い

。

「

」

う
だ
け
な
ら
ば
あ
ま
り
意
味
が
な
い

た
と
え
ば
芥
川
龍
之
介
の

藪
の
中

に
、
単
に
翻
案
文
学
と
い
う
新
た
な
ラ
ベ
ル
を
貼
る
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
ま

で
翻
案
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
な
か
っ
た
か
ら
新
た
に
造
り
ま
し
た
と
い

う
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
翻
案
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
と

同
時
に
、
そ
の
枠
組
み
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
読
み
全
般
に
影
響

を
及
ぼ
す
よ
う
な
理
論
を
構
築
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
翻
案
研
究
の
一
般
的
な
手
法
で
あ
る
、
翻
案
だ

か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
翻
案
小
説
と
原
典
を
比
較
を
行
い
、
両
者
の
違
い

を
時
代
精
神
や
作
者
に
還
元
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
一
切
し
な
い
。
そ
も
そ

も
、
単
に
比
較
す
る
だ
け
の
論
考
に
は
、
問
題
点
の
指
摘
や
問
い
が
存
在
し

な
い
た
め
、
結
論
が
な
く
、
現
象
を
説
明
し
た
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て

お
り
、
意
味
が
な
い
。

翻
案
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
途
端
、
材
料
と
理
論
の
面
か
ら
様

、

、「

」

々
な
検
証
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

ま
ず
は
じ
め
に

翻
案
と
は
何
か

と
い
う
問
い
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
翻
案
が
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
翻
案

に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
言
説
か
ら
、
翻
案
と
い
う
も
の
の
像
を
う
か
び

あ
が
ら
せ
た
い
。

翻
案
の
辞
書
的
定
義

ま
ず
、
翻
案
の
辞
書
的
定
義
と
し
て
大
き
く
四
分
類
し
た
い
。

①
中
国
語
に
お
け
る
翻
案

②
古
典
文
学
に
お
け
る
翻
案

③
近
代
文
学
に
お
け
る
翻
案

④
著
作
権
法
に
お
け
る
翻
案

本
稿
で
扱
う
の
は
、
近
代
文
学
に
お
け
る
翻
案
で
あ
る
。
こ
の
辞
書
的
な
定

義
が
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、
残
り
四
項

目
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

中
国
語
に
お
け
る
翻
案

『
漢
語
大
辞
典
』

第
九
巻
を
見
る
と
、

*

四

①
推
翻
已
定
的
成
案
。

②
氾
指
推
翻
原
来
的
評
価
、
結
論
、
処
分
等
。

③
指
詩
文
中
対
前
人
成
句
或
原
意
反
而
為
之
。

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
翻
案
の
読
み
は
［

］
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
、
①

fãnãn

既
に
決
ま
っ
た
判
決
を
ひ
っ
く
り
返
す
、
②
は
も
と
も
と
あ
っ
た
評
価
、
結



論
、
処
分
な
ど
を
ひ
っ
く
り
返
す
、
③
詩
文
の
中
で
先
人
の
文
句
や
も
と
の

意
味
に
対
し
て
そ
れ
を
否
定
し
逆
に
取
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

外
国
の
小
説
を
自
国
の
も
の
に
作
り
直
す
な
ど
と
い
っ
た
意
味
は
い
っ
さ

い
記
さ
れ
て
い
な
い
。
文
学
に
お
け
る
意
味
だ
け
で
な
く
、
作
り
か
え
る
と

。『

』

、「
『

』

、

い
う
意
味
す
ら
な
い

日
本
近
代
文
学
大
事
典

に

言
海

に
も

*

五

中
国
辞
典
に
も
見
え
て
い
る
か
ら
、
由
来
は
古
い
言
葉
に
相
違
な
い
」
と
あ

っ
た
が
、
翻
案
と
い
う
語
が
中
国
か
ら
い
つ
の
頃
か
日
本
に
入
っ
て
き
て
、

日
本
独
自
の
意
味
を
付
さ
れ
、
そ
の
時
代
ご
と
の
文
化
的
な
背
景
の
も
と
、

様
々
な
意
味
の
変
遷
を
経
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

古
典
文
学
に
お
け
る
翻
案

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編

』

を
み
る
と

「
詩
文
・
和
歌

）

、

*
六

、

。
」

。

な
ど
を

先
行
の
作
品
を
も
と
に
し
て
作
り
か
え
る
こ
と

と
し
て
い
る

『
角
川
古
語
大
辞
典
』

に
は
「
他
人
の
作
っ
た
詩
文
な
ど
文
学
作
品
を
作

*

七

り
替
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
作
品

」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
明
治
期
の

。

辞
書
と
同
様
、
外
国
の
作
品
を
も
と
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な

い
。

八

実
際
に
用
例
を
み
て
み
る
と

「
太
平
記
」
の
「
千
劍
破
城

軍

事
」

、

*

チ

ハ

ヤ

ノ

イ
ク
サ
ノ

に
、

是
ヨ
リ
後
ハ

弥

合
戦
ヲ
止
ケ
ル
間
、
諸
國
ノ
軍
勢
唯

徒

ニ
城
ヲ
守

イ
ヨ
イ
ヨ

ヤ
メ

タ
ダ
イ
タ
ズ
ラ

リ
上
テ
居
タ
ル
計
ニ
テ
、
ス
ル
ワ
ザ

一

モ
無
リ
ケ
リ
。
爰
ニ
何
ナ
ル

ア
ゲ

ヒ
ト
ツ

コ
コ

イ
カ

者
カ
讀
タ
リ
ケ
ン
、
一
首
ノ
古
歌
ヲ
翻
案
シ
テ
大
將
ノ
陣
ノ
前
ニ
ゾ
立

ヨ
ミ

ホ
ン
ア
ン

タ
テ

テ
タ
リ
ケ
ル
。

余
所
ニ
ノ
ミ
見
テ
ヤ
ヽ
ミ
ナ
ン
葛
城
ノ
タ
カ
マ
ノ
山
ノ
峯
ノ
楠

軍

も
無
テ
ソ
ヾ
ロ
ニ
向
ヒ
居
タ
ル
ツ
レ

ニ
、
緒
大
将
ノ
陣
々

く

イ
ク
サ

、

、

。

ニ

江
口
・
神
崎
ノ
傾
城
共
ヲ
呼
寄
テ

様
々
ノ
遊
ヲ
ゾ
セ
ラ
レ
ケ
ル

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
場
面
は
、
諸
国
の
軍
勢
が
楠
木
勢
を
攻
め
落
と
そ
う

と
は
す
る
も
の
の
、
う
ま
く
い
か
ず
、
合
戦
を
や
め
て
た
だ
城
を
見
上
げ
て

何
も
で
き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
と
き
に
、
何
者
か
が
、
遠
目
に
手
を
こ

ま
ね
い
て
見
て
い
る
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
葛
城
山
の
金
剛
山
に
城
を

構
え
て
い
る
楠
木
正
成
の
軍
勢
を

と
い
う
意
味
合
い
の
歌
を
読
ん
だ
と
こ

*

九

ろ
で
あ
る
。

新
古
今
和
歌
集
巻
第
十
一
の
恋
歌
に
あ
る
「
よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な

」

「

」
、

む
葛
城
や
高
間
の
山
の
峯
の
白
雲

と
い
う

一
首
ノ
古
歌
ヲ
翻
案
シ
テ

*

十

ホ
ン
ア
ン

「
余
所
ニ
ノ
ミ
見
テ
ヤ
ヽ
ミ
ナ
ン
葛
城
ノ
タ
カ
マ
ノ
山
ノ
峯
ノ
楠
」
と
し
た

の
で
あ
る
。
他
人
の
作
っ
た
詩
文
を
作
り
替
え
、
あ
ら
た
に
詩
を
詠
む
行
為

を
翻
案
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
歌
を
並
べ
て
み
る
と

「
白

、

雲
」
が
「
楠
」
に
変
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

他
に

『
是
楽
物
語
』

に

、

*

十
一

か
の
素
性
法
師
が
、
手
向
に
は
綴
り
の
袖
も
切
る
べ
き
を
紅
葉
に
飽
け

つ
ゞ

る
神
や
返
さ
ん
、
と
詠
ぜ
し
を
、
翻
案
し
て
、

ほ
ん
あ
ん

抱
き
合
は
ゞ
綴
れ
の
夜
着
も
着
る
べ
き
に
紅
裏
小
袖
寒
き
独
り
寝

も
み
う
ら

と
続
け
給
ふ
も
…

が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
和
歌
を
も
と
に
し
て
あ
ら
た
に
和
歌
を
詠
む
こ
と
を

翻
案
と
し
て
い
る

『
太
平
記
』
で
は
、
有
名
な
和
歌
を
も
と
に
し
て
は
い

。

る
が
、
そ
の
場
の
状
況
に
合
う
よ
う
に
「
白
雲
」
を
「
楠
」
に
作
り
替
え
た

だ
け
で
あ
り

『
是
楽
物
語
』
も
そ
の
場
の
状
況
に
合
う
よ
う
に
素
性
法
師

、

の
詠
ん
だ
歌
を
作
り
替
え
た
だ
け
で
あ
る
。

中
村
幸
彦
は
、
翻
案
に
つ
い
て
、
中
世
小
説
に
お
い
て
は

『
源
氏
物
語
』
に
『
史
記
』
の
影
響
あ
り

『
松
浦
宮
物
語
』
に
『
漢

、



書
』
の
影
響
が
、
言
わ
れ
る
通
り
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
翻
案
と
は

称
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
漢
詩
題
の
和
歌
や
『
蒙
求
和
歌
』
な
ど
も
同
様

で
あ
る

源
平
盛
衰
記

な
ど
に
見
え
る
遠
藤
武
者
盛
遠
と
袈
裟

こ

。『

』

（

の
称
ま
ち
ま
ち
）
御
前
の
一
見
が
『
列
女
伝
』
の
「
京
師
節
女
」
や
唐

小
説
の
『
馮
燕
伝
』
に
よ
っ
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
翻
案

が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
。
と
す
れ
ば

漢
籍
よ
り
の
影
響
は
、
仏
典
に
比
し
て
極
め
て
少
な
く
、
室
町
時
代
以

前
、
唐
の
白
行
簡
の
『
李
娃
伝
』
を
、
我
が
後
光
厳
天
皇
時
代
と
し
た

十
二

『
李
娃
物
語
』
一
つ
と
い
う
淋
し
い
こ
と
に
な
る
。*

と
し

「
江
戸
期
に
入
っ
て
は
部
分
的
な
翻
案
は
数
限
り
な
く
あ
る
」
と
し

、

て
い
る
が
、
こ
こ
で
翻
案
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
の
考
え
る
、
外
国
の

小
説
を
日
本
の
も
の
に
作
り
替
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
翻
案
で
あ
ろ

う

「
江
戸
期
に
入
っ
て
」
か
ら
、
こ
の
意
味
で
の
「
翻
案
」
は
数
限
り
な

。
く
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
「
翻
案
」
は
用
例
で
見
た
よ
う
に
、
和
歌

を
作
り
か
え
る
場
合
に
於
い
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
近
世
期
の
「
翻
案
」
は
、
た
と
え
ば
、
滝
沢
馬
琴
が
上
田
秋
成
等

の
著
作
（
雨
月
）
に
対
し

、

*

十
三

ひ
そ
か
に
唐
山
の
小
説
を
我
大
皇
国
の
故
事
に
撮
会
し
て
つ
づ
り
、
そ

の
著
筆
、
浅
井
了
意
の
剪
燈
新
話
を
翻
案
し
て
御
伽
冊
子
の
一
書
と
な

し
た
る
に
お
な
じ
け
れ
ど
も
云
々

ま
た
、
明
代
の
白
話
小
説
「
蔡
少
姐
忍
辱
報
仇

（

今
古
奇
観
』
第
二
十
六

」
『

回

の

舞
台
を
平
安
時
代
の
純
友
の
乱
に
移
し
て
翻
案
さ
れ
た
も
の
が

竺

）

、

『

志
船
物
語
』
で
あ
る
の
だ
が

、
曲
亭
馬
琴
が
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第

*

十
四

九
輯
下
帙
中
巻
第
十
九
簡
端
贅
言
に
お
い
て
、

村
田
の
翁
が
筑
志
船
物
語
は
、
今
古
奇
観
第
二
十
六
な
る
、
蔡
少
姐
忍

辱
報
讐
と
い
ふ
一
編
を
、
皇
国
の
故
事
に
翻
案
し
て
、
古
言
も
て
綴
れ

る
也
。

と
い
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
外
国
の
作
品
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
舞
台
を
日
本

の
も
の
に
置
き
換
え
作
り
替
え
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

著
作
権
法
に
お
け
る
翻
案

「

」

著
作
権
法
第
二
章
第
三
節
第
三
款
の

著
作
権
に
含
ま
れ
る
権
利
の
種
類

に

「
翻
訳
権
、
翻
案
権
等
」
と
題
さ
れ
た
第
二
十
七
条
に
「
著
作
者
は
、

、
そ
の
著
作
物
を
翻
訳
し
、
編
曲
し
、
若
し
く
は
変
形
し
、
又
は
脚
色
し
、
映

画
化
し

そ
の
他
翻
案
す
る
権
利
を
専
有
す
る

と
い
う
も
の
が
あ
る

翻

、

」

。「

案
権

は
あ
る
の
だ
が

著
作
権
法
に
は
翻
案
の
定
義
は
な
い

た
だ

著

」

、

。

、『

作
権
関
係
法
令
実
務
提
要
』

第
一
巻
の
三
〇
二
ペ
ー
ジ
の
第
十
一
条
の

*

十
五

説
明
書
き
に
、

二
次
的
著
作
物
に
該
当
す
る
「
翻
案
」
と
は
、
原
著
作
物
の
主
題
、
筋

等

い
わ
ゆ
る
内
面
形
式

を
維
持
し
つ
つ

個
々
具
体
的
な
表
現

い

（

）

、

（

わ
ゆ
る
外
面
形
式
）
を
変
え
、
新
た
な
著
作
物
を
創
作
す
る
こ
と
を
い

い
、
脚
色
、
映
画
化
の
ほ
か
、
小
説
を
児
童
向
き
に
書
き
改
め
た
り
、

あ
る
い
は
長
編
作
品
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
（
要
約
）
す
る
場
合
な
ど
が
こ

れ
に
該
当
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
『
著
作
権
関
係
法
令
実
務
提
要
』
に
「
翻
訳
」
の
定
義
が
為
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

二
次
的
著
作
物
に
該
当
す
る
「
翻
訳
」
と
は
、
言
語
の
著
作
物
を
言
語

系
統
・
種
類
を
異
に
す
る
他
の
国
語
で
表
現
し
な
お
す
こ
と
を
い
い
、

英
語
の
小
説
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
な
ど
が
典
型
例
で
あ
る
こ
と
。
方



言
を
標
準
語
に
換
え
た
り
、
暗
号
文
、
速
記
文
を
解
読
す
る
こ
と
は
翻

訳
で
は
な
く
、
ま
た
古
代
語
の
文
書
（
古
事
記
・
源
氏
物
語
等
）
を
現

代
語
に
解
釈
す
る
こ
と
は
翻
訳
で
は
な
く
、
翻
案
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る

『
著
作
権
法
令
実
務
提
要
』
は
加
除
式
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
翻
案
の
規

定
が
い
つ
加
え
ら
れ
た
の
か
を
出
版
元
の
第
一
法
規
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ

ろ
、
条
文
と
条
文
の
説
明
を
掲
載
し
た
の
は
、
こ
の
書
籍
が
最
初
に
台
本
と

し
て
作
成
さ
れ
た
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
執

。『

』

筆
は
文
化
庁
著
作
権
課
が
担
当
し
て
い
る

著
作
権
関
係
法
令
実
務
提
要

第
二
巻
「
著
作
権
法
」
の
、
各
条
文
の
と
こ
ろ
に

「
一
部
改
正

「
追
加
」

、

」

な
ど
と
い
っ
た
改
正
沿
革
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
翻
案

に
関
し
て
そ
の
記
載
が
な
い
た
め
、
引
用
し
た
翻
案
の
規
定
は

「
著
作
権

、

法
」
に
お
い
て
「
翻
案
権
」
が
成
立
し
た
と
き
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
で

現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た

「
翻
案
権
」
が
「
著

、

作
権
法
」
に
お
い
て
成
立
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
六
日
、
つ
ま
り

「
新
著
作
権
法
」
の
成
立
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で

「
旧
著
作
権
法
」
の
条
文
を
み
た
と
こ
ろ

「
翻
案
権
」
と
い
う

、

、

も
の
は
な
く
、
ま
た
「
翻
案
」
と
い
う
用
語
も
で
て
こ
な
か
っ
た

「
旧
著

。

作
権
法
」
が
成
立
し
た
の
が
明
治
三
十
二
年
の
ベ
ル
ヌ
条
約
の
批
准
と
同
時

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ベ
ル
ヌ
条
約
は
正
式
名
称
を
「
文
學
的
及
美
術
的
著

作
物
保
護
萬
國
同
盟
創
設
ニ
關
ス
ル
条
約
」
と
い
う
。

『
条
約
改
正
関
係
調
書
集
』
第
十
八
巻
に
あ
る
一
八
八
六
年
版
の
ベ
ル
ヌ

条
約
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
第
十
条
に

翻
案
戯
曲
等
ノ
如
キ
種
々
ノ
名
稱
ヲ
以
テ
ス
ル
文
學
的
若
ハ
美
術
的
著

作
物
ノ
許
可
ナ
キ
間
接
ノ
剽
竊
ハ
同
一
ノ
形
體
若
ハ
其
ノ
他
ノ
形
體
二

於
テ
單
二
主
要
ナ
ラ
サ
ル
變
更
増
補
又
ハ
節
約
ヲ
加
ヘ
タ
ル
複
製
ニ
過

キ
ス
シ
テ
特
ニ
新
著
作
物
タ
ル
性
質
ヲ
具
備
セ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
本

條
約
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
不
法
複
製
ノ
中
ニ
包
含
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

本
條
ヲ
適
用
ス
ル
ニ
方
リ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
各
同
盟
國
ノ
裁
判
所
ハ
各

十
六

其
ノ
國
法
ノ
規
定
ヲ
保
留
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス*

と
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ル
ヌ
条
約
は
、

一
八
八
六
年
九
月
九
日

に
署
名

一
八
九
六
年
五
月
四
日

パ
リ
で
補
足

一
九
〇
八
年
十
一
月
十
三
日

ベ
ル
リ
ン
で
改
正

一
九
一
四
年
三
月
二
十
日

ベ
ル
ヌ
で
補
足

一
九
二
八
年
六
月
二
日

ロ
ー
マ
で
改
正

一
九
四
八
年
六
月
二
十
六
日

ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
改
正

一
九
六
七
年
七
月
十
四
日

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正

一
九
七
一
年
七
月
二
十
四
日

パ
リ
で
改
正

と
幾
度
も
改
正
さ
れ
て
い
る

が
、
翻
案
の
部
分
に
関
す
る
改
訂
は
一
度

*

十
七

も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

旧
著
作
権
法
は
、
ベ
ル
ヌ
条
約
批
准
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
旧
著
作
権
法
に
お
い
て
も
「
翻
案
」
の
規
定
が
あ
っ
て
も
良
さ
そ
う
な

の
だ
が
、
存
在
し
な
い
。

こ
れ
に
関
し
て

著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ

旧

、

、「

著
作
権
法
」
に
は
た
し
か
に
翻
案
権
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
第
一
条
、

第
一
条

〔
著
作
権
の
内
容
〕

文
書
演
述
図
画
建
築
彫
刻
模
型
写
真
演
奏
歌
唱
其
の
他
文
芸
学
術
若
は

美
術
（
音
楽
を
含
む
以
下
之
に
同
じ
）
の
範
囲
に
属
す
る
著
作
物
の
著



作
者
は
其
の
著
作
物
を
複
製
す
る
の
権
利
を
専
有
す

文
芸
学
術
の
著
作
物
の
著
作
権
は
翻
訳
権
を
包
含
し
各
種
の
脚
本
及
楽

譜
の
著
作
権
は
興
行
権
を
包
含
す

に
、
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
翻
案
権
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
自

由
に
翻
案
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

明
治
三
十
二
年
九
月
十
日
の
「
帝
国
文
学
」
に
、

。

、

、

、

我
國
も
領
事
裁
判
権
同
盟
に
加
入
せ
り

さ
れ
ば

翻
訳
に

翻
刻
に

我
國
は
損
有
つ
て
益
な
く
、
当
分
知
識
の
普
及
を
妨
げ
む
。
さ
れ
ど
、

未
だ
翻
案
條
例
な
け
れ
ば
、
紅
葉
一
流
の
翻
案
家
、
幸
に
安
ん
ぜ
よ
。

と
あ
る
が
、
確
か
に
翻
案
条
例
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
他
人
の
作
品

を
も
と
に
し
て
そ
れ
を
作
り
替
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
翻
訳
に
お
い
て
も
、
そ
の
国
の
事
情
を
考
慮
し
、

十
年
間
の
猶
予
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
日
本
に
も
そ
の
猶
予

が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
当
を
得
て
い
な
い
文
章
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
著
作

権
法
の
成
立
が
そ
れ
だ
け
大
き
な
憂
慮
を
与
え
る
転
換
点
と
な
る
出
来
事
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

雑
誌
に
見
る
翻
案

翻
案
が
多
か
っ
た
明
治
時
代
の
雑
誌
、
新
聞
に
お
け
る
言
説
か
ら
、
翻
案

が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
、
富
田
仁
の
「
明
治
中
期
の
翻
訳
及
び
翻
案
論
―

雑
誌
を
中
心
に
―
」

と
い
う
優
れ
た
論
が
あ
る
。
こ
の
論
で
は
、
明
治

*

十
八

中
期

「
第
一
次
「
早
稲
田
文
学
」
の
刊
行
期
間(

明
治
二
十
四
年
十
月
～
三

、

十
一
年
十
月)

に
同
じ
く
刊
行
さ
れ
て
い
た
諸
雑
誌
の
翻
訳
及
び
翻
案
に
関

す
る
記
述
」
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
、
追
跡
調
査
す
る
形
で
、
改
め
て
明
治
期
の
雑
誌
、
新
聞
を
ひ
も
と

い
た
。
調
査
対
象
と
し
て
、
網
羅
し
た
の
は
「
帝
国
文
学

「
文
学
界

「
國

」

」

民
之
友

「
明
六
雑
誌

、
そ
れ
に
加
え

「
太
陽

「
早
稲
田
文
学

「
読
売

」

」

、

」

」

新
聞
」
で
あ
る
。

明
治
期
に
お
け
る
「
翻
案
」

翻
案
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
坪
内
逍
遙
の
「
翻
案

に
つ
き
て
」
が
希
有
な
例
で
、
翻
案
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
①
あ

る
作
品
に
対
し
て
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
場
合
、
②
そ
の
当
時
の
文

壇
状
況
を
分
析
す
る
場
合
、
③
翻
訳
を
論
じ
る
際
に
セ
ッ
ト
で
翻
案
が
論
じ

ら
れ
る
場
合
、
④
模
倣
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
セ
ッ
ト
で
翻
案
が
論

じ
ら
れ
る
場
合
、
に
お
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
時
の
文
壇
状
況
に
関
す
る
言
説
に
翻
案
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ

る
場
合
で
あ
る
が
、
現
代
、
明
治
時
代
に
翻
案
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
は
共

通
認
識
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
も
同
じ
よ
う
に
翻
案
が
多
い
と
い
う
認
識
を
持

っ
て
お
り
、

創
作
界
の
盛
な
る
と
共
に
翻
譯
翻
案
の
盛
に
行
は
れ
し
も
去
年
の
顕
著

（

太
陽
」

明
治
三
十
年
一
月
五
日

○
去
年
の
文
壇

翻

な
る
現
象
な
り
き

「

譯
並
翻
案
）

（

帝
国
文
学
」

明
治

明
治
の
時
代
に
な
り
て
翻
案
頗
る
多
き
が
如
し
。
「

二
十
八
年
十
月
十
日

換
骨
奪
胎
）

と
い
っ
た
言
説
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
具
体
的
に
ど
れ
だ
け
翻
案
が
あ

っ
た
の
か
、
そ
し
て
何
と
比
較
し
て
多
い
と
感
じ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

は
明
ら
か
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「
隠
れ
無
き
事
實
」
と
い
う
言
説
か
ら
も

、

分
か
る
よ
う
に
、
翻
案
で
あ
る
と
銘
打
っ
て
出
さ
れ
る
も
の
が
少
な
い
か
ら



で
あ
る
。

去
年
の
著
作
に
て
特
に
翻
案
を
名
乗
り
た
る
は
數
多
か
ら
ざ
り
し
も
、

其
裏
面
に
は
西
洋
若
く
は
古
代
小
説
の
翻
案
か
多
く
行
は
れ
し
は
明
な

（

太
陽
」

明
治
三
十
年
一
月
五
日

○
去
年
の
文
壇

翻
譯
並
翻
案
）

り

「

天
来
子
は
何
故
に
ゾ
ラ
の
全
篇
を
翻
案
し
而
し
て
公
け
に
翻
案
と
し
て

（

国
民
之
友
」

明
治

之
を
江
湖
に
示
さ
ゝ
り
し
か
、
著
作
の
銘
を
打
つ

「

三
十
年
三
月
二
十
七
日
『
重
褄

）
』

で
は
、
何
を
基
準
に
翻
案
と
す
る
の
か
と
い
う
と
、

正
岡
子
規
子
が
新
作
と
称
せ
ら
る
ゝ
花
枕
は
何
と
な
く
支
那
戯
曲
の
か

（

文
学
界
」

明
治
三
十
年
四
月

た
わ
れ
を
翻
案
し
た
る
ら
し
く
見
え
て

「

三
十
日

新
小
説
第
四
、
五
巻
）

翻
案
ら
し
き
痕
は
見
ゆ
れ
ど
、
先
づ
は
難
な
き
作
な
り
と
い
ふ
べ
し
。

（

帝
国
文
学
」

明
治
三
十
二
年
五
月
十
日
）

「

た
だ
何
と
な
く
翻
案
ら
し
い
、
と
い
う
極
め
て
い
い
加
減
な
理
由
で
、
実
は

翻
案
で
あ
る
と
し
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
翻
案
ら
し
さ
と
い
う
の
は
、

観
念
派
小
説
が
餘
り
に
人
情
國
俗
に
相
應
は
し
か
ら
ぬ
事
件
人
物
を
描

け
る
よ
り
一
面
に
は
翻
案
小
説
な
り
と
の
批
難
喧
し
か
り
し
ぞ
道
理
な

（

太
陽
」

明
治
二
十
九
年
一
月
五
日

○
明
治
廿
八
年
の
文
學
界
（
一

）

る

「

）

是
の
如
き
深
刻
な
る
恋
愛
は
泰
西
的
に
し
て
東
洋
的
に
あ
ら
ず
。
恐
ら

（

国
民
之
友
」

明
治
二
十
八
年
七
月
二
十
三
日

泉
鏡
花
『
外

く
は
翻
案
乎
。
「

科
室

）
』

な
ん
と
な
く
「
泰
西
的

、
あ
る
い
は
描
か
れ
た
事
件
や
人
物
像
が
な
ん
と

」

な
く
日
本
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
感
じ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
翻
案
が
多
い
と
い
う
言
説
も
、
単
に
何
と
な
く
翻
案
が
多
い
と
感
じ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
何
と
な
く
翻
案
ら
し
い
と
い
う
感
覚
で
翻
案
と

呼
ば
れ
た
作
品
を
、
何
の
疑
い
も
な
く
原
典
と
の
比
較
を
通
し
て
作
品
論
を

し
て
し
ま
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
や
は
り
危
機
感
を
抱
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。あ

る
作
品
を
翻
案
で
あ
る
と
す
る
指
摘
も
、
こ
の
何
と
な
く
翻
案
ら
し
い

と
い
う
基
準
で
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
か
、
原
書
が
指
摘
さ
れ
な
い

こ
と
も
よ
く
あ
る
。
同
時
に
、
翻
案
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
反
論
す

る
言
説
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

我
が
脚
本
は
、
獨
逸
物
の
翻
案
な
り
、
と
の
噂
な
り
、
と
は
「
早
稲
田

文
学
」
が
其
第
七
號
に
於
い
て
世
に
公
に
せ
る
所
な
り
。
我
が
脚
本
は

翻
案
に
あ
ら
ず
、
我
が
新
作
な
り

（
中
略
）
我
が
脚
本
に
、
小
説
に

。

ま
れ
、
戯
曲
に
ま
れ
、
獨
逸
の
作
を
翻
案
せ
る
跡
あ
ら
ば

「
早
稲
田

、

文
学
」
は
之
を
指
付
せ
よ
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
「
早
稲
田
文
学
」
は
人
の

噂
と
い
ふ
に
事
寄
せ
て
、
殊
更
に
我
が
作
を
貶
さ
ん
と
し
た
る
責
を
免

（

帝
国
文
学
」
明
治
二
十
九
年
四
月
十
日

「
我
が
脚
本
に
就
き
て

）

れ
ず
。
「

」

。

、

と
自
分
の
作
品
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

そ
の
た
め

翻
案
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
、

其
が
為
に
或
る
創
作
に
對
し
て
或
評
家
か
翻
案
と
速
断
し
て
失
敗
し
た

る
等
の
奇
談
あ
れ
ど
、
兎
に
角
翻
案
な
ら
ば
何
々
の
翻
案
と
銘
打
て
出

ん
し
事
こ
そ
望
ま
し
け
れ
、
是
れ
亦
批
評
家
を
し
て
正
中
の
標
準
を
取

（

太
陽
」

明
治
三
十
年
一
月
五

ら
し
む
る
に
必
要
の
條
件
な
れ
ば
な
り

「

日

○
去
年
の
文
壇

翻
譯
並
翻
案
）

、

。

と

翻
案
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る

さ
て
、
翻
案
が
翻
訳
と
セ
ッ
ト
で
論
じ
ら
れ
る
場
合
の
考
察
が
最
も
重
要

で
あ
る
の
だ
が
、
翻
訳
そ
の
も
の
が
現
代
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の



で
あ
っ
た
。

槐
堂
仙
史
の
「
西
洋
小
説
華
胥
の
夢
」
は
翻
訳
物
と
は
見
え
ぬ
程
に
手

（｢

国
民
之
友｣

明
治

を
加
へ
ら
れ
た
れ
ば
中
々
上
手
と
讃
る
者
お
ほ
し

二
十
一
年
十
一
月
二
日

み
や
こ
の
は
な
）

太
田
玉
茗
の
『
す
み
れ
の
花
束

、
こ
は
あ
め
り
か
小
説
の
翻
譯
な
り

』

｢

国

と
き
く

中
略

翻
訳
に
し
て
は
筆
鋒
頗
ふ
る
自
在
な
る
を
見
る

（

）

。（

民
之
友｣

明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日

青
年
小
説
）

な
ど
と
い
う
言
説
か
ら
伺
い
し
れ
る
。

た
と
え
ば
、
坪
内
逍
遙
は
、
明
治
四
十
二
年
に
書
か
れ
た
二
葉
亭
四
迷
の

追
悼
録
の
中
で
、
そ
の
当
時
、
相
馬
氏
に
因
っ
て
出
さ
れ
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

『

』

、

『

』

の

父
と
子

の
翻
訳
と

二
十
四
年
前
に
二
葉
亭
が
翻
訳
し
た

父
と
子

と
を
比
較
し
て
、

、

、

長
谷
川
君
が
二
十
四
年
前
に

初
め
て
同
じ
書
の
譯
を
試
み
た
時
分
は

そ
れ
は

苦
心
し
た
も
の
。
そ
れ
も
其
筈
、
第
一
あ
の
如
き
作
を
譯

く

す
る
に
適
當
な
日
本
語
が
き
わ
め
て
乏
し
か
つ
た
。
制
度
、
事
物
か
ら

衣
服
、
器
具
ま
で
今
ま
で
は
幾
ら
も
外
國
の
と
相
通
ず
る
も
の
が
備
は

つ
て
ゐ
る
。
會
話
用
の
日
本
語
だ
つ
て
、
其
頃
は
言
文
一
致
と
い
ふ
文

體
が
ま
だ
成
立
た
な
い
位
ゐ
だ
か
ら
、
到
底
外
國
人
の
問
答
を
髣
髴
さ

せ
る
に
は
適
し
な
い
。
第
一
、
今
の
女
學
生
語
な
ぞ
い
ふ
西
洋
の
娘
を

現
す
に
持
つ
て
來
い
と
い
ふ
語
が
無
か
つ
た
。

と
い
い
、
さ
ら
に
、

そ
れ
を
思
ふ
と
時
勢
が
二
十
四
年
間
に
さ
て
進
ん
だ
も
の
だ
、
相
馬
氏

は
、
ま
る
で
日
和
下
駄
で
モ
ス
ク
ワ
近
郊
を
散
歩
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
風

だ
が
、
二
葉
亭
は
、
高
足
駄
で
、
日
本
人
の
ま
だ
誰
も
踏
破
し
た
こ
と

の
無
い
サ
イ
ベ
リ
ヤ
の
山
林
中
を
而
も
暗
中
に
辿
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
風

の
冒
険
。

と
し
て
い
る
。

明
治
十
八
年
当
時

「
譯
す
る
に
適
當
な
日
本
語
が
き
わ
め
て
乏
し
か
つ

、

た
」
た
め
、
翻
訳
の
場
合
で
も
「
日
本
化
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か

。

、

「

」

、

る

さ
ら
に

坪
内
逍
遙
の
翻
訳
で
あ
る

春
風
情
話

の
附
言
に
も

*

十
九

僕

此
書
を
譯
す
に
原
書
の
ま
ゝ
に
て
は
な
か

に
き
ゝ
に
く
ゝ
さ

く

お
の
れ
こ
の
ふ
み

う
つ

も
と
ふ
み

と
り
が
た
き
ふ
し
は
た
お
ほ
け
れ
ば
そ
の
大
意
を
の
み
譯
し
と
り
た
る

た

い

ゝ

う
つ

も
か
つ

あ
り
し
か
は
あ
れ
ど
後
段
の
伏
案
前

章
の
照
應
と
も
見

く

ご

だ

ん

ふ
く
あ
ん
ぜ
ん
し
ょ
う

せ
う
お
う

ゆ
め
る
所
に
は
か
な
ら
ず
心
を
用
ゐ
て
一
字
一
句
と
い
ふ
と
も
お
ろ
そ

い

ち

じ

い

つ

く

か
に
せ
ず
ま
た
言
葉
も
幼

童
の
こ
こ
ろ
ゑ
や
す
か
ら
ん
を
む
ね
と
し

こ

と

ば

を
さ
な
き
ひ
と

つ
れ
ば
ひ
た
す
ら
に
め
や
す
く
耳
ぢ
か
き
を
ゑ
ら
び
と
り
あ
ら
た
に

畫
圖
を
さ
へ
添
へ
て
文
中
の
心
を
し
ら
し
む
る

助

と
こ
そ
は
し
た
れ

ぐ

わ

と

た
す
け

と
、
読
者
の
こ
と
を
考
え
、
原
書
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
で
き
な
か
っ
た
事
情
を

説
明
し
て
い
る
。

翻
訳
と
翻
案
と
に
明
確
な
境
界
線
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
、
明
治
二
十
八

年
八
月
三
十
日
の
「
文
学
界
」
に
、

四
の
緒
何
れ
大
絃
何
れ
小
絃
何
れ
嘈
々
の
響
あ
り
て
何
れ
に
切
々
の

聲
か
ゝ
る
と
讀
み
も
て
行
く
に
紅
葉
が
鷹
料
理
と
三
箇
條
と
は
で
か
め

ろ
ん
の
譯
な
れ
ど
氏
が
本
色
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
終
り
に
自
ら
も
断
は
ら

れ
た
る
如
し

と
、
尾
崎
紅
葉
の
「
鷹
料
理
と
三
箇
條
」
と
を
デ
カ
メ
ロ
ン
の
「
譯

、
す

」

な
わ
ち
翻
訳
と
し
た
の
に
対
し
て
、
同
年
の
九
月
十
日
の
「
帝
国
文
学
」
に

お
い
て
、

紅
葉
の
鷹
料
理
、
三
箇
條
、
柳
浪
の
白
百
合
、
眉
山
人
の
左
褄
、
鏡
花

の
鐘
聲
夜
半
録
、
都
合
四
氏
の
短
編
小
説
集
め
て
四
の
緒
と
は
名
づ
け



た
り
。
さ
て
紅
葉
の
鷹
料
理
、
三
箇
條
は

「
ボ
ッ
カ
シ
オ
の
デ
カ
メ

、

ロ
ン
に
も
あ
ら
ね
れ
ば
、
紅
葉
の
譯
」
に
も
あ
ら
ず
、
又
無
論
紅
葉
の

創
作
に
あ
ら
ず
、
云
は
ゝ
極
正
直
な
る
翻
案
な
る
べ
し
。

と
翻
訳
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
翻
案
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
に
反
論
す
る
か
の
よ
う
に
「
文
学
界
」
で
は
、
明
治
二
十
九
年
二
月
二

十
九
日
に
「
十
日
物
語
」
と
題
し
て
、

こ
の
頃
四
つ
の
緒
を
繙
き
て
、
紅
葉
が
二
條
の
譯
を
見
し
に
、
文
字
に

瑕
瑾
な
く
、
美
声
珠
を
ま
ろ
ば
す
如
き
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
苦
心
と

し
る
べ
く
、
こ
の
人
に
や
ら
せ
な
ば
、
ま
づ
か
や
う
に
て
も
あ
る
べ
き

心
意
気
の
も
の
な
る
べ
し
と
分
り
ぬ
。
こ
の
譯
、
譯
と
は
い
ひ
難
か
る

べ
け
れ
ど
、
ボ
ツ
カ
チ
オ
が
口
勿
の
或
る
風
情
は
た
し
か
に
傳
へ
ら
れ

た
る
節
あ
る
べ
し
。

と
再
度
、
紅
葉
の
「
譯
」
と
し
て
い
る
。

翻
訳
と
翻
案
と
の
境
界
線
も
曖
昧
で
、
ど
ち
ら
も
明
確
な
定
義
が
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
雑
誌
を
ひ
も
と
く
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
な
ぜ
か
、
こ
の
二
つ
の
用
語
を
使
い
分
け
て
お

り
、
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

ま
ず
、
翻
案
の
評
価
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
か

、

、

ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に

翻
案
の
評
価
は
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で
は
な
く

と
き
に
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
ま
で
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。

西
洋
諸
大
家
の
傑
作
、
未
だ
全
く
我
国
の
文
壇
に
紹
介
せ
ら
れ
ず
、
而

し
て
近
似
は
翻
案
、
漸
く
風
を
な
さ
む
と
す
。
翻
案
と
は
何
ぞ
や
、
彼

の
作
を
焼
き
直
す
也
。
時
に
は
丸
焼
に
す
る
も
の
も
あ
る
也
。
換
骨
脱

胎
は
猶
ほ
取
る
も
の
あ
り
、
翻
案
の
甚
し
き
も
の
に
至
て
は
、
予
輩
そ

れ
之
を
何
と
か
云
は
む
。
翻
譯
に
取
る
べ
き
は
、
正
直
に
外
国
の
文
學

、

、

を
紹
介
す
る
に
在
り

翻
案
は
紹
介
す
る
よ
り
は
寧
ろ
横
取
せ
む
と
す

文
學
上
素
と
嘉
み
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
也
。
翻
譯
の
難
き
は
予
輩

も
之
を
知
る
。
殊
に
西
文
の
妙
を
我
文
章
に
傳
ふ
る
の
尤
も
困
難
た
る

を
釦
る
。
而
か
も
予
輩
は
眞
正
の
翻
譯
出
で
ゝ
、
彼
の
傑
作
の
廣
く
一

般
に
紹
介
さ
れ
む
こ
と
を
望
む
、
翻
訳
は
創
作
と
並
行
し
て
文
學
嗜
好

を
満
た
す
者
あ
れ
ば
也
、
翻
譯
巳
に
困
難
に
し
て
時
に
誤
謬
あ
る
を
保

し
難
け
れ
ば
と
て
、
之
を
譯
述
と
な
す
者
あ
り
、
こ
れ
猶
可
也
。
蓋
し

、

。

譯
述
な
る
も
の
は

七
分
の
翻
譯
に
三
分
の
創
作
を
加
味
し
花
る
者
也

更
に
堕
落
し
て
翻
案
と
な
れ
ば
、
全
く
他
の
力
を
假
り
て
漫
に
創
作
の

皮
を
被
る
、
卑
屈
醜
陋
、
洵
に
文
學
の
賊
也
。

予
輩
は
た
と
ひ
多
少
の
誤
謬
あ
う
と
て
も
、
正
直
な
る
翻
譯
を
歓
迎
す

（

帝
国
文
学
」

明
治
二
十
八
年
八
月

翻
譯
の
真
相
）

る
者
也
。
「

唯
に
之
に
止
ま
ら
ず
、
吾
人
は
現
代
我
国
に
屡
々
る
所
の
戯
曲
の
翻
案

物
な
る
も
の
ゝ
多
く
も
亦
天
才
に
対
す
る
一
大
誹
謗
な
り
と
為
す
。
今

の
文
学
者
は
強
て
我
国
民
の
性
情
に
適
は
し
め
て
而
し
て
其
作
品
の
眞

價
を
我
国
民
に
釦
ら
し
め
ん
と
の
理
由
に
基
き
て
、
好
ん
で
泰
西
名
家

の
戯
曲
を
翻
案
す
、
而
し
て
彼
等
は
姓
名
を
翻
譯
す
る
の
み
な
ら
ず
、

其
戯
曲
の
人
格
性
情
理
想
等
を
も
翻
訳
せ
ず
ん
ば
止
ま
ざ
る
也
。
嗚
呼

こ
の
人
格
理
想
の
翻
案
没
了
は
こ
れ
誠
に
其
戯
曲
の
生
命
と
意
義
を
無

（

帝
国
文
学
」

明
治
三
十
八
年
九

に
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
。
「

月
十
日

現
代
の
翻
訳
界
に
警
告
す
）

近
松
物
の
翻
案
だ
が
、
全
体
、
翻
案
物
に
は
愚
な
る
物
が
多
い
と
云
ふ

（

帝
国
文
学
」

明
治
四
十

の
は
、
昔
か
ら
の
通
り
相
場
な
ん
だ
か
ら
、
「

二
年
十
二
月
一
日

明
治
座
十
一
月
狂
言
）

過
剰
に
翻
案
を
非
難
し
た
こ
と
に
反
発
す
る
か
の
よ
う
に
、
翻
案
を
評
価
し



よ
う
と
す
る
言
説
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

翻
案
に
就
き
て
は
去
年
の
中
頃
に
兎
や
角
の
議
論
も
あ
り
き
、
創
作
の

傍
に
翻
案
を
以
て
文
壇
の
活
氣
を
漆
ゆ
る
に
何
の
不
可
あ
ら
ん(

中
略)太

吾
人
は
翻
案
を
歓
迎
す

今
年
の
翻
案
を
し
て
公
明
な
ら
し
め
よ

、

（
「

陽
」

明
治
三
十
年
一
月
五
日

○
去
年
の
文
壇

翻
譯
並
翻
案
）

去
年
は
紅
葉
の
不
言
不
語
を
は
じ
め
、
翻
案
の
多
か
り
し
年
な
り
。
そ

の
結
果
は
在
來
の
陳
腐
淺
膚
な
る
脚
色
を
一
變
し
て
、
世
は
漸
く
心
理

、

、

、

小
説
に
向
ひ

筆
を
形
而
以
上
に
馳
せ
て

活
人
間
を
紙
表
に
躍
ら
し

靈
琴
に
觸
れ
て
憂
と
し
て
聲
を
な
さ
む
と
す
る
の
兆
あ
り
し
は
、
尤
も

（

帝
国
文
学
」

明
治
二
十
九
年
一
月
十
日

明
治
廿
八
年
の
小
説

喜
ぶ
べ
し
。
「

界
）

翻
案
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
翻
案
ら
し
さ

が

「
在
來
の
陳
腐
淺
膚
な
る
脚
色
を
一
變
し
て
」
と
、
と
き
に
新
鮮
な
も

、
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
全

体
的
に
は
、

恐
ら
く
は
翻
案
乎
。
よ
し
翻
案
な
り
と
す
る
も
。
文
章
簡
錬
叙
事
係
勁

抜
、
之
を
先
進
作
家
の
一
二
に
見
る
に
多
く
譲
る
色
あ
る
を
見
ず
。
頗

国
民
之
友
」

明
治
二
十
八
年

ぶ
る
他
が
心
状
を
描
さ
ん
と
を
勉
め
た
り

（
。
「

七
月
二
十
三
日

泉
鏡
花
『
外
科
室

）
』

酔
骨
録
は
信
仰
と
恋
愛
と
二
つ
に
酔
ふ
て
骨
を
さ
ら
せ
し
美
人
の
あ

（

文
学
界
」

と
、
飜
案
も
の
と
見
ゆ
れ
ど
優
に
し
て
一
讀
の
價
あ
り

「

明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

新
刊
書
籍

反
古
袋
）

、

、

、

舊
作
に
て
西
詩
の
翻
案
な
れ
ど

着
想
凡
な
ら
ず

凄
腕
人
を
動
か
す

（

帝
国
文
学
」

明
治
二
十
九
年
一
月
十
日

閨
秀
小

蓋
し
壓
巻
の
文
字
也
。
「

説
）

紅
葉
の
『
八
重
襻
』
は
佛
の
飜
案
と
き
け
ど
、
會
話
の
巧
妙
、
姿
工
の

（

帝
国
文
学
」
明
治
三

穏
当
さ
す
が
に
其
手
腕
の
群
を
抜
く
も
の
あ
り
。
「

十
二
年
一
月
十
日

○
飜
譯
界
）

と
い
う
、
翻
案
で
は
あ
る
が
、
と
い
う
但
し
書
き
が
つ
い
た
上
で
の
こ
と
で

あ
る
。

翻
案
が
こ
こ
ま
で
低
い
評
価
を
さ
れ
た
原
因
と
し
て
、
一
つ
に
は
オ
リ
ジ帝

ナ
ル
重
視
の
観
点
か
ら
の
非
難
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「

国
文
学
」
明
治
二
十
九
年
四
月
十
日
の
「
我
が
脚
本
に
就
き
て
」
と
題
さ
れ
た
論
に
お

「
我
が
脚
本
は
翻
案
に
あ
ら
ず
、
我
が
新
作
な
り

」
と
自
ら
の
作
品

い
て
、

。

、

、

が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
用
例
は
既
に
示
し
た
が

他
に
も

「
多
情
多
恨
」
の
紙
上
予
告

で
紅
葉
は

「
是
俳
諧
に
あ
ら
ず
、
雑
報
に

*

二
十

、

あ
ら
ず
、
翻
案
に
あ
ら
ず
、
合
作
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

徳
田
秋
声
は

「

多
情
多
恨
』
に
は
粉
本
が
あ
る
。
そ
れ
は
英
国
か
米
国
の

、
『

通
俗
小
説
か
ら
来
て
ゐ
る
。
筆
者
は
そ
の
原
作
を
先
生
の
家
か
ら
も
つ
て
来

て
見
た
こ
と
が
あ
る
」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
妥
当
な
も
の
だ
と
す
れ

*

二
十
一

ば
、
紅
葉
は
「
粉
本
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
自
ら
の
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
を
強
調
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
堀
啓

子

は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

*

二
十
二そ

の
記
憶
の
全
て
が
完
璧
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ま
い
が
、
紅
葉
門
下
で

唯
一
外
国
語
に
通
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
秋
声
で
あ
る
。
原
書
の
存
在

を
紅
葉
宅
で
実
見
し
た
と
い
う
こ
の
回
想
に
は
真
実
味
が
あ
る
。
紅
葉

と
親
し
い
桂
月
さ
え
知
ら
ぬ
事
実
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
む
ろ
ん
大
々
的

に
公
表
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
文
題
背
景
に
鑑
み
て
も
、
こ
れ
以

上
の
翻
案
を
続
け
る
こ
と
の
限
界
を
感
じ
た
紅
葉
が
、
実
際
に
は
翻
案

で
あ
る
も
の
を
、
そ
う
公
言
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な



い
。

と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
重
視
の
考
え
方
が
、
批
評
家

だ
け
で
は
な
く
、
作
者
の
側
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
翻
訳
と
の
関
係
で
翻
案
が
低
く
見
ら
れ
て
い
た
。

明
治
の
初
年
よ
り
以
來
、
翻
譯
物
一
時
陸
續
と
し
て
梓
に
上
り
し
が
、

未
だ
文
學
的
作
物
の
佳
境
に
至
ら
ず
し
て
、
翻
譯
熱
ま
た
舊
時
の
比
に

（

帝
国
文
学
」

明
治
二
十
八
年
八
月

翻
譯
の
真
相
）

あ
ら
ず
。
「

「
翻
訳
熱
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ほ
ど
に
、
し
き
り
に
外
国
の
書
物
（
小
説

に
限
ら
ず
そ
の
他
の
学
術
書
に
関
し
て
も
）
の
翻
訳
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

翻
訳
に
関
す
る
言
説
も
数
多
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

国
文
学
の
未
た
幼
稚
な
る
時
代
に
は
、
必
ず
一
層
進
歩
し
た
る
他
国
文

学
の
輸
入
に
よ
り
て
、
之
を
刺
激
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
文
学
発
達

の
歴
史
を
知
る
者
の
等
し
く
承
認
す
る
所
（
中
略
）
他
国
大
家
の
傑
作

を
翻
訳
し
て
、
以
て
其
秀
抜
な
る
思
想
語
調
を
讀
者
に
傳
へ
ざ
る
べ
か

（
「

」

）

ら
ず
。

帝
国
文
学

明
治
三
十
年
四
月
十
日

泰
西
詩
歌
の
翻
訳
を
望
む

眞
摯
な
る
一
生
の
事
業
と
し
て
の
飜
譯
以
外
、
今
の
文
壇
に
外
國
文
學

の
趣
味
を
豊
か
な
ら
し
め
ん
に
は
如
何
な
る
筆
を
取
る
べ
き
か
と
い
ふ

事
一
考
を
要
す
べ
き
問
題
な
り
人
飜
案
も
可
な
る
べ
く
、
原
文
の
粗
筋

だ
け
を
紹
介
す
る
「
梗
槩
」
一
法
な
る
べ
け
れ
ど
實
行
の
手
段
は
依
然

（

早
稲
田
文
学
」

明
治
三
十
一
年
七
月
三
日

彙
報
）

と
し
て
疑
問
な
り

「

翻
訳
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
富
田
仁
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
作
者

と
読
者
の
「
啓
蒙
」
と
日
本
文
学
の
発
達
で
あ
る
。

翻
譯
は
、
獨
り
新
思
想
を
讀
者
に
紹
介
す
る
に
於
て
効
あ
る
の
み
な
ら

す
、
譯
者
か
原
作
に
對
し
て
、
文
思
、
詩
想
を
鍛
錬
す
る
間
に
於
て
、

原
著
者
か
思
想
の
方
法
、
感
情
の
方
向
を
窺
ひ
、
併
せ
て
こ
の
文
体
筆

致
を
学
ふ
に
於
て
、
莫
大
の
効
あ
る
を
見
る
な
り
。
飜
譯
と
云
ひ
翻
案

と
謂
ふ
も
惟
た
に
原
書
の
内
容
を
叙
述
す
る
に
止
ま
り
、
措
辞
用
語
の

妙
よ
り
思
想
感
情
の
趣
を
傳
ふ
る
に
非
さ
れ
は
、
原
作
者
を
辱
し
む
る

（

帝
国
文
学
」
明
治
三
十
年
一
月
十
日

飜
譯

の
議
は
免
れ
難
か
る
可
し
。
「

壇
の
趨
勢
）

と
あ
る
よ
う
に
、
翻
訳
者
の
側
に
も
「
莫
大
の
効
」
を
期
待
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
翻
訳
の
延
長
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
翻
案
に
も
同
様
の
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
た
。

、

「

」

た
と
え
ば

登
張
竹
風
が
明
治
三
十
八
年
十
月
二
十
二
日
の

読
売
新
聞

に
「
劇
場
を
忘
ゝ
る
勿
れ
」
と
題
し
た
論
に
お
い
て

「
斉
藤
野
の
人
」
が

、

小
波
の
翻
案
を
否
定
し
た
こ
と
に
反
論
し
て
、

齋
藤
野
の
人
は
、
ま
た
小
波
の
瑞
西
義
民
傳
の
如
き
翻
案
を
以
て
、
拙

惡
沒
了
見
の
翻
案
と
な
し

「
天
才
を
翻
弄
潮
罵
せ
る
も
の
に
非
ず
し

、

て
何
ぞ
や

、
と
絶
叫
せ
り
。

」

吾
輩
の
思
ふ
と
こ
ろ
は
、
柳
か
異
な
れ
り
。
今
の
劇
場
に
出
入
せ
る
老

若
男
女
は
、
猶
ほ
か
く
の
如
き
翻
案
な
ら
ざ
れ
ば
解
す
る
能
は
ざ
る
に

非
ず
や
。
藝
術
は
固
よ
り
神
聖
な
る
べ
し
、
黙
れ
ど
も
趣
味
の
低
き
今

の
民
衆
を
導
か
ん
に
は
多
少
の
手
加
減
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
吾
輩
は
小

波
が
翻
案
の
當
否
を
論
ず
る
に
先
ち
て
、
ま
づ
目
今
の
興
行
主
と
俳
優

と
民
衆
と
が
、
明
敏
な
る
小
波
を
し
て
猶
且
つ
此
の
如
き
翻
案
に
甘
ん

ぜ
し
む
る
所
以
の
道
を
想
ひ
て
、
頗
る
之
を
諒
と
す
。

人
は
如
何
に
速
か
に
走
る
も
、
猫
ほ
一
歩
づ
つ
足
を
運
ば
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
小
波
の
翻
案
は
忠
實
な
る
原
作
の
紹
介
に
非
ざ
り
し
と
す
る
も
、

日
本
の
民
衆
は
か
ゝ
る
翻
案
に
據
っ
て
、
漸
く
異
邦
の
天
才
に
近
づ
き

つ
ゝ
あ
る
な
り
。
之
を
以
て
天
才
の
翻
弄
潮
罵
と
な
す
は
暴
論
也
。



。

、

と
述
べ
た
論
が
あ
る

翻
案
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
が

翻
訳
の
代
替
品
と
し
て
「
趣
味
の
低
き
今
の
民
衆
を
導
」
く
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
こ
の
過
程
で
「
日
本
化
」
も
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

当
然
、
翻
訳
す
べ
き
原
書
は
「
ウ
オ
ー
ヅ
ウ
ヲ
ー
ス
、
シ
ュ
レ
ー
、
ゲ
ー

テ
、
シ
ル
レ
ル
、
ハ
イ
子
、
ユ
ー
ゴ
ー
等
の
傑
作
を
翻
訳
し
て
以
て
我
文
壇

に
貸
せ
ん

」

と
、
傑
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

。

*

二
十
三

そ
れ
ら
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
し
、
日
本
文
学
を
発
達
せ
し
め
た
そ
の
先

に
は

「
独
立
の
文
学
」
を
求
め
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
る
。

、

（

帝
国
文

自
覚
せ
る
大
国
民
は
獨
立
の
文
学
を
建
設
せ
さ
る
べ
か
ら
ず

「

学
」

明
治
三
十
一
年
六
月
十
日

隠
居
的
文
学
）

模
倣
や
模
擬
に
関
す
る
論
も
こ
の
延
長
線
上
で
現
れ
て
き
て
い
る
。

、

、

。

小
創
作
は
多
々
之
れ
あ
り

日
本
古
文
学
の
模
擬
は

多
々
之
れ
あ
り

然
れ
ど
も
未
だ
大
な
る
創
作
を
我
文
界
に
、
見
る
能
は
ず
。
大
な
る
創

作
は
大
膽
な
る
外
国
文
学
の
模
擬
よ
り
来
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
吾
人
が
模

擬
を
歓
迎
す
る
は
、
模
擬
に
由
て
、
大
な
る
創
作
を
産
せ
し
め
ん
が
為

（｢

国
民
之
友｣

明
治
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

模
擬
）

め
の
み
。

つ
ま
り
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
よ
う
に
、
世
界
で
通
用
す
る
文
学
作
品
を
日

本
か
ら
生
み
出
す
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
だ
が
「
国
文
学
の
未
た
幼
稚
な
る

時
代
」
で
あ
る
た
め
、
読
者
と
作
者
の
啓
蒙
の
た
め
、
外
国
の
文
学
の
翻
訳

が
求
め
ら
れ
て
い
た
、
と
同
時
に
「
独
立
の
文
学
」
へ
至
る
過
程
と
し
て
、

そ
の
模
倣
も
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
翻
案
は
、

翻
訳
の
代
用
品
と
し
て
見
ら
れ
、
同
時
に
模
倣
と
い
う
観
点
か
ら
も
そ
の
必

要
性
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

原
書
と
の
関
係
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
原
書
を
読
者
に
紹
介
す
る
た
め
の

仲
介
役
と
し
て
の
翻
訳
な
ら
び
に
翻
案
が
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
す
べ
て
の
翻
案
が
こ
の
目
的
の
も
と
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
た

と
え
ば
森
鴎
外
の
翻
訳
も
こ
の
線
上
か
ら
は
ず
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
翻
案
を
二
分
類
す
る
と
、
原
書
を
紹
介
す
る
た
め
の
翻
案
と
創

作
と
し
て
の
翻
案
で
あ
る
。
原
書
紹
介
の
た
め
の
翻
案
は
、
原
書
紹
介
の
た

め
の
翻
訳
の
延
長
線
上
で
捉
え
ら
れ
、
原
典
と
は
常
に
前
後
関
係
を
保
ち
な

。

、「

」

が
ら
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

逆
に

創
作
と
し
て
の
翻
案

の
方
は
、
そ
の
前
後
関
係
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
と
え
ば
、

紅
葉
の
『
八
重
襻
』
は
佛
の
飜
案
と
き
け
ど
、
會
話
の
巧
妙
、
姿
工
の

（

帝
国
文
学
」

明
治

穏
当
さ
す
が
に
其
手
腕
の
群
を
抜
く
も
の
あ
り
。
「

三
十
二
年
一
月
十
日

○
飜
譯
界
）

な
ど
と
、
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
紅
葉
の
手
腕
を
買
っ
て

高
く
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
原
典
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら

評
価
し
た
も
の
で
は
な
く

『
八
重
襻
』
に
、
原
書
か
ら
離
れ
ゆ
く
力
を
見

、

て
と
り
、
一
つ
の
創
作
と
し
て
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
力
を
見
て
取
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
考
察
す
べ
き
翻
案
は
、
創
作
と
し
て
の
翻
案
と
な
る

「
創
作
と

。

し
て
の
翻
案
」
が
生
ま
れ
る
作
品
生
成
過
程
に
お
い
て
は
、
原
典
と
の
間
に

前
後
関
係
が
あ
る
が
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
ひ
と
つ
の
創
作
と
し
て
歩
み

始
め
る
。
そ
の
意
味
で
、
原
書
と
は
等
価
の
関
係
に
な
り
う
る
ベ
ク
ト
ル
を

。「

、

（

）

持
つ

翻
案
は
翻
訳
と
ち
が
っ
て

先
行
作
品

あ
る
い
は
前
テ
ク
ス
ト

プ
レ

に
対
し
て
二
次
的
で
ば
か
り
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た
時

空
圏
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。

*

二
十
四

と
こ
ろ
が
、
原
書
紹
介
の
た
め
の
翻
訳
の
観
点
か
ら
、
創
作
と
し
て
の
翻

案
が
非
難
さ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、
翻
訳
と
の
関
係
か
ら
翻
案
が
非
難
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。



翻
案
研
究
と
は
、
単
に
作
家
の
「
代
言
人
」
と
し
て
小
説
を
説
明
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
原
書
の
ど
こ
を
ど
う
作
り
か
え
た
の
か
を
作
者
や
時
代
精
神

に
還
元
し
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
信
奉
や
源
泉
主

、

、

義
と
は
相
反
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
持
ち

源
泉
を
も
と
め
て
川
を
遡
る
よ
り
も

河
口
の
広
さ
を
測
定
す
る
こ
と
や
、
原
典
と
翻
案
作
品
と
の
距
離
の
測
定
か

ら
創
造
的
に
理
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
化
（
小
羊
子
の
翻
案
論
）

ニ
ホ
ン
ナ
イ
ズ

坪
内
逍
遙
は
、
明
治
二
十
八
年
九
月
十
日
発
行
の
「
早
稲
田
文
学
」
第
九

十
五
号
に
お
い
て
、
小
羊
子
の
名
で
「
翻
案
に
つ
き
て
」
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
論
は
珍
し
く
、
翻
案
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に

お
い
て
も
こ
の
論
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
、
長
く
な
る
が
全
文
引
用

す
る
。翻

譯
い
ま
だ
盛
頂
に
達
し
た
り
と
い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
翻
案
已
に
盛
行

せ
ん
と
す
る
は
明
治
文
學
の
端
兆
な
り
や
否
や
論
者
或
は
い
ふ
是
れ
明

に
倦
怠
衰
弱
の
徴
な
り
と
吾
人
は
此
の
説
に
う
な
づ
く
能
は
ず
但
し
翻

案
の
鹽
梅
に
至
り
て
は
従
来
の
諸
著
は
一
も
吾
人
を
悦
ば
し
め
し
も
の

な
し
古
人
は
翻
案
の
鹽
梅
を
説
き
て
脱
胎
換
骨
と
い
へ
り
思
ふ
に
此
の

説
は
い
ま
だ
悉
く
さ
じ
否
其
の
釋
を
誤
り
易
し
何
と
な
れ
ば
通
例
換
骨

の
義
を
釋
し
て
ひ
と
へ
に
旨
を
換
ふ
る
の
意
に
外
な
ら
ず
と
し
原
作
の

趣
意
義
賊
の
事
な
ら
ば
翻
し
て
之
れ
を
孝
子
の
事
と
し
原
作
男
子
に
關

す
る
と
き
は
翻
案
に
は
女
子
に
關
せ
し
む
る
な
ど
兎
角
に
精
髄
を
逸
せ

し
む
る
の
弊
あ
り
翻
案
の
第
一
義
は
か
ヽ
る
皮
膚
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し

我
れ
は
似
為
へ
ら
く
我
が
國
の
場
合
は
い
は
ば
事
を
も
人
お
も
厳
密
に

「
日
本
化
」
す
る
と
是
れ
翻
案
の
最
要
義
な
り
と
精
し
く
い
へ
ば
第
一

ニ
ホ
ン
ナ
イ
ズ

作
中
に
あ
ら
は
る
ヽ
人
物
を
し
て
性
習
所
為
悉
く
日
本
的
た
ら
し
む
べ

し
第
二
作
中
の
事
件
を
し
て
悉
く
日
本
的
た
ら
し
む
べ
し
第
三
事
件
の

聯
絡
感
情
徳
操
其
の
他
一
切
を
し
て
厳
密
に
日
本
的
た
ら
し
む
べ
し
少

し
だ
に
外
國
臭
味
を
留
め
た
ら
ん
は
翻
案
に
あ
ら
ず
し
て
無
慚
な
る
一

種
の
翻
譯
な
り
好
翻
案
は
西
洋
の
菜
魚
を
利
用
せ
る
新
會
席
料
理
に
も

比
ぶ
べ
し
批
評
家
或
は
翻
案
者
を
難
じ
て
一
概
に
ヅ
ル
イ
人
種
と
な
せ

ど
も
料
理
鹽
梅
の
結
果
は
優
に
か
ヽ
る
評
を
黙
せ
し
む
る
に
足
る
べ
し

蓋
し
筋
を
他
に
借
る
は
深
く
咎
む
べ
き
こ
と
に
あ
ら
じ
眞
作
家
の
目
よ

り
見
れ
ば
筋
は
彼
の
大
工
が
下
圖
に
も
ひ
と
し
き
も
の
な
り
腕
の
あ
ら

は
る
ヽ
は
建
築
の
上
に
あ
り
失
楽
園
に
も
せ
よ
沙
翁
の
傑
作
に
も
せ
よ

下
圖
は
前
に
も
後
に
も
あ
れ
ど
建
築
者
は
前
後
に
空
絶
な
り
ツ
マ
リ
艸

双
紙
時
代
の
作
家
に
こ
そ
筋
と
い
ふ
も
の
が
命
な
れ
人
を
描
く
が
眼
目

の
作
物
に
は
筋
は
ほ
ん
の
足
場
や
う
の
も
の
也
但
し
筋
を
他
に
借
り
し

上
に
人
物
ま
で
死
物
又
は
贋
物
な
ら
ば
作
家
の
不
真
面
目
勿
論
也
か
ヽ

る
場
合
に
は
剽
竊
と
譏
ら
る
ヽ
も
語
な
か
る
べ
し
予
は
従
来
筋
を
借
る

こ
と
下
手
也
一
昔
前
「
巣
守
の
妻
」
と
い
ふ
小
品
文
に
或
女
史
が
作
の

筋
幾
分
か
借
り
し
以
来
ふ
た
ヽ
び
と
試
み
し
こ
と
な
し
外
國
物
を

、
、
、
、

日
本
化
す
る
こ
と
は
自
身
の
感
想
を
具
象
に
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
む

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

○

○

○

づ
か
し
と
感
じ
た
る
也
翻
案
と
を
事
せ
く
思
ひ
て
に
は
あ
ら
ず
、
腕
あ

、
、
、
、

る
作
家
は
陸
續
翻
案
す
る
も
可
し
立
派
な
る
腕
あ
り
な
が
ら
筋
を
立
つ

る
に
拙
き
た
め
竟
に
大
作
せ
で
止
む
の
例
古
今
に
見
え
て
い
と
あ
た
ら

し
只
日
本
化
と
い
ふ
こ
と
に
十
二
分
の
重
き
を
置
き
て
剽
竊
若
し
く
は

○

○

○

不
精
と
い
ふ
悪
名
を
蒙
ら
ざ
ら
ん
用
心
せ
よ

ぶ
し
ょ
う

人
物
が
生
き
生
き
と
描
け
る
か
ど
う
か
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は

『
小
説
神
髄
』
の
「
小
説
の
主
眼
」
に
書
か
れ
た
「
小
説
の
主
脳

、



は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
い
う
考
え
に
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
。

た
だ

『
小
説
神
髄
』
の
緒
言
に
お
い
て
、

、
戯
作
者
暫
く
跡
を
断
ち
て
小
説
し
た
が
つ
て
衰
へ
し
が
、
け
ふ
此
頃
に

至
る
に
及
び
て
、
ま
た
ま
た
大
い
に
復
興
し
て
、
物
語
の
い
づ
べ
き
時

と
や
な
り
け
む
、
こ
ゝ
か
し
こ
に
て
さ
ま

な
る
稗
史
、
物
語
を
出

く

版
し
て
新
奇
を
競
ふ
こ
と
と
は
な
り
け
り
。
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、

新
聞
、
雑
誌
の
た
ひ
す
ら
、
い
と
陳
腐
し
き
小
説
を
ば
飜
案
し
つ
ゝ
載

ふ
る
め
か

や
き
な
ほ

る
も
あ
り

（
中
略
）
小
説
と
い
ひ
稗
史
と
だ
に
い
へ
ば
、
い
か
な
る

。

拙
劣
き
物
語
に
て
も
、
い
か
な
る
鄙
俚
げ
な
る
情
史
に
て
も
、
飜
案
に

つ

た

な

い

や

し

や
き
な
ほ

、

、

、

、

、

て
も

翻
訳
に
て
も

翻
刻
に
て
も

新
著
に
て
も

玉
石
を
問
は
ず

優
劣
を
選
ば
ず
、
み
な
お
な
じ
さ
ま
に
も
て
は
や
さ
れ
、
世
に
行
は
る

ゝ
は
妙
な
ら
ず
や
。
実
に
小
説
全
盛
の
未
曾
有
の
時
代
と
い
ふ
べ
き
な

り
。
さ
れ
ば
戯
作
者
と
い
は
る
ゝ
輩
も
極
め
て
小
少
な
ら
ざ
れ
ど
も
、

お
ほ
か
た
は
皆
飜
案
家
に
し
て
、
作
者
を
も
っ
て
見
る
べ
き
も
の
は
い

ま
だ
一
人
だ
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
近
来
刊
行
せ
る
小
説
、
稗
史
は

こ
れ
も
か
れ
も
、
馬
琴
、
種
彦
の
糟
粕
な
ら
ず
ば
一
九
、
春
水
の
贋
物

多
か
り
。

と
い
う
言
説
を
見
る
限
り
で
は
、
基
本
的
に
は
「
飜
案
」
を
否
定
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が

「
立
派
な
る
腕
あ
り
な
が
ら
筋
を
立
つ
る
に
拙

、

き
た
め
竟
に
大
作
せ
で
止
む
の
例
古
今
に
見
え
て
い
と
あ
た
ら
し
」
と
い
う

点
を
考
慮
し

「
剽
竊
若
し
く
は
不
精
と
い
ふ
悪
名
を
蒙
ら
ざ
ら
ん
」
も
の

、

ぶ
し
ょ
う

が
書
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
人
情
」
が
描
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
西

洋
の
小
説
か
ら
筋
を
借
り
て
く
る
翻
案
も
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
小
説
神
髄
』
の
緒
言
に
、

古
来
我
が
国
の
な
ら
は
し
と
し
て
、
小
説
を
も
て
教
育
の
一
方
便
の
や

、

、

う
に
思
ひ
て

し
き
り
に
奨
誡
勧
善
を
ば
其
主
眼
な
り
と
唱
へ
な
が
ら

と
し
て
お
り
、
坪
内
逍
遙
が
す
で
に
小
説
に
啓
蒙
的
な
要
素
を
見
る
こ
と
に

疑
惑
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が

「
翻
案

、

に
つ
き
て
」
の
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
翻
案
に
つ
き
て
」
を
読
む
限
り
で
は
、
翻
案
＝
「
日
本
化
」
と
し
て
い

ニ
ホ
ン
ナ
イ
ズ

る
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
材
料
だ
け
を
日
本
的
な
も
の
に
置
き
換
え
れ

ば
そ
れ
で
事
足
り
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
「
日
本
化
」

ニ
ホ
ン
ナ
イ
ズ

を
行
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
小
説
の
主
脳
」
＝
「
人
情
」
を
描
く
こ

と
が
重
要
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る

「
日
本
化
」
は
、
筋
を
借
り
て
く

。
ニ
ホ
ン
ナ
イ
ズ

る
過
程
で
生
じ
る
必
然
的
な
作
業
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
小
説
の
主
脳
」
＝

「
人
情
」
を
描
く
こ
と
を
含
め
て
翻
案
で
あ
る
。
た
だ
筋
を
借
り
て
き
た
だ

け
の
も
の
は
「
筋
を
他
に
借
り
し
上
に
人
物
ま
で
死
物
又
は
贋
物
な
ら
ば
作

家
の
不
真
面
目
勿
論
也
か
ヽ
る
場
合
に
は
剽
竊
と
譏
ら
る
ヽ
も
語
な
か
る
べ

し
」
と
、
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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