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＜
論
　
文
＞

漱
石
『
草
枕
』
に
み
る
西
洋
漢
学
の
受
容
と
翻
案

－
　
画
工
の
絵
に
な
ら
な
い
俳
句
的
な
旅
1
－

は

　

じ

　

め

　

に

西
洋
美
学
史
を
ふ
り
返
る
と
、
「
文
学
」
と
「
絵
画
」
と
い
う
二
つ
の
芸
術
ジ
ャ

ン
ル
を
め
ぐ
る
長
い
議
論
の
歴
史
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
詩
画
比
較
論
あ
る
い
は

芸
術
ジ
ャ
ン
ル
論
の
展
開
史
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
最
も
古
い
も
の
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
詩
と
絵
画
の
同
類
性
へ
の
言
及
（
『
国
家
』
）

や
詩
の
も
つ
制
作
的
性
格
に
対
す
る
特
権
的
位
置
づ
け
（
惑
婁
』
）
が
指
摘
さ

（1）

れ
て
い
る
。
ま
た
近
く
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
、
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
〓
前
二
〇
年
上
九
年
）
で
の
「
詩
は
絵
の
ご
と
く
」
と
い

う
文
言
の
拡
大
解
釈
的
な
定
式
化
と
連
動
し
た
、
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
喚
起
を
重

（2）

視
す
る
芸
術
観
の
興
隆
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
一
連
の

議
論
の
終
着
点
と
し
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
ヲ
オ
コ
オ
ン
二
一
七
六
六
年
）
が
あ

る
。
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
明
確
な
か
た
ち
で
、
詩
と
絵
画
そ

れ
ぞ
れ
の
存
在
様
態
に
着
目
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
限
界
規
定
、
す
な
わ
ち
「
時
間

ノ

桑
　
島
　
秀
　
樹

芸
術
」
と
「
空
間
芸
術
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
「
詩
」
と
表
記
し
て
い
る
言
語
技
芸
と
し
て
の
「
文
学
」
の

内
実
も
、
正
統
的
な
西
洋
文
学
の
伝
統
に
し
た
が
え
ば
、
音
の
調
和
を
う
み
だ

す
「
音
楽
」
と
同
一
視
し
得
る
よ
う
な
韻
律
を
と
も
な
っ
た
「
詩
」
と
、
物
語

あ
る
い
は
歴
史
の
基
本
構
造
体
を
示
す
「
は
じ
め
・
な
か
・
お
わ
り
」
と
い
っ

た
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
筋
構
成
を
も
つ
「
劇
（
主
に
悲
劇
）
」
と
に
ほ
ぼ
限
定

さ
れ
て
い
た
。
「
散
文
的
で
喜
劇
的
な
も
の
」
す
な
わ
ち
韻
も
踏
ま
ず
一
貫
し
た

筋
も
な
い
よ
う
な
反
詩
的
か
つ
反
劇
的
な
書
き
物
が
、
ひ
と
つ
の
文
学
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
確
た
る
地
位
を
得
る
の
は
、
近
代
的
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
小

（3）

説
」
の
誕
生
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
西
洋
の
「
文
学
」
観
に
対
し
て
、
さ
ら
に
東
洋
と
り
わ
け

日
本
の
芸
術
（
正
確
に
は
「
文
芸
・
芸
能
」
）
観
と
の
比
較
を
持
ち
込
ん
だ
ら
ど

う
な
る
か
。
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
明
治
の
三
〇
年
代
に
こ
う
し
た
問

題
と
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
男
が
い
た
。
夏
目
金
之
助
（
一
八
六
七
・
慶
応
3

51



案翻と容受の学美洋西るみに
．
．
J

・
わ
ん

ユ
ー
P
つ草r石漱

年
～
一
九
二
ハ
・
大
正
5
年
）
、
号
し
て
漱
石
で
あ
る
。
彼
は
西
洋
詩
画
比
較
論

の
系
譜
の
な
か
で
、
・
自
ら
の
「
文
学
」
を
規
定
し
よ
う
と
考
え
た
。

俳
頂
で
育
っ
た
英
文
学
者
漱
石

－
　
異
な
る
東
西
「
文
学
」
観
の
は
ぎ
ま
で
　
ー

し
て
の
「
英
語
」
研
究
に
限
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
漱
石
の
意
思
に
見
合
う

よ
う
な
か
た
ち
で
の
「
英
文
学
」
研
究
を
も
含
み
得
る
も
の
な
の
か
、
文
部
官

吏
に
執
拗
に
問
い
質
し
た
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
「
文
学
論
』
「
序
」
〔
－
A
．

？
已
）
か
ら
も
、
漱
石
の
「
文
学
」
探
究
へ
の
こ
だ
わ
り
は
明
ち
か
で
あ
る
。

61

し
か
も
、
漱
石
の
「
文
学
」
研
究
の
視
野
は
、
狭
義
の
「
文

詩
・
戯
曲
・
小
説
の
類
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
八
世
紀
当
時
の

牌新
聞
雑
誌
・
政

」
と
し
て
の

明
治
の

初
に
身
に

璃声
と
ほ
ぼ
同
時
に
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
は
い
え
、

け
た
教
養
は
封
建
時
代
以
米
の
漢
籍
の
そ
れ
で
あ
り
、

漱
石
が
最

幼
少
期
よ

り
彼
が
こ
よ
な
く
愛
し
た
も
の
も
伝
統
芸
能
と
し
て
の
俳
句
と
南
画
と
寄
席
と

で
あ
っ
た
。
長
じ
て
大
学
予
備
門
、
帝
国
大
学
に
進
み
、
そ
こ
で
西
洋
の
「
文

学
」
な
る
も
の
に
は
じ
め
て
深
く
接
し
て
か
ら
後
、
そ
の
文
学
原
理
の
解
明
に

（4）

傾
倒
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
、
英
文
学
者
夏
目
金
之
助
の
誕
生
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
小
説
家
」
と
し
て
の
夏
目
漱
石
の
誕
生
は
、
こ
う
し
た
異
な
る
二
つ

の
文
化
に
属
す
る
「
文
学
」
概
念
と
の
真
剣
な
対
時
な
し
に
は
あ
り
得
な
か
っ

た
。
少
な
く
と
も
彼
の
初
期
小
説
群
、
す
な
わ
ち
三
日
輩
は
猫
で
あ
る
」
上
・

中
・
下
篇
（
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
、
一
九
〇
五
年
一
〇
月
～
一
九
〇
七
年
五

月
）
、
『
捷
虚
集
』
（
「
倫
敦
塔
」
・
「
一
夜
」
・
「
菰
露
行
」
な
ど
収
録
。
大
倉
書
店
・

服
部
書
店
、
一
九
〇
六
年
五
月
）
、
『
鶉
篭
〓
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
・
「
草
枕
」
な
ど
収

録
。
春
陽
堂
、
一
九
〇
七
年
一
月
）
な
ど
に
関
し
て
、
我
々
は
、
西
洋
の
「
文

学
」
と
り
わ
け
「
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
文
学
」
の
研
究
と
の
連
続
性
を
、
そ
の

執
筆
・
発
表
時
期
の
同
時
並
行
性
と
い
う
事
実
だ
け
か
ら
も
推
し
量
る
こ
と
が

（5）

で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
熊
本
五
高
教
授
時
代
に
文
部
省
よ
り
国
内
初
の
官
費

留
学
生
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
赴
く
命
が
下
っ
た
折
、
そ
の
派
遣
目
的
が
実
学
と

治
演
説
・
哲
学
随
筆
・
文
芸
ク
ラ
ブ
の
動
向
に
ま
で
及
ん
で
い
諸
し
、
こ
う
し

た
広
義
の
二
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
文
学
」
を
研
究
す
る
際
に
、
彼
が
用
い
た
分

析
法
も
一
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
興
隆
し
て
い
た
理
論
、

（6）

つ
ま
り
は
漱
石
が
同
時
代
的
に
知
り
得
た
最
新
の
「
科
学
的
」
理
論
に
依
拠
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
、
こ
う
し
た
漱
石
の
旺
盛
な
「
西
洋
文
学
」
受
容

の
姿
を
、
彼
の
ロ
ン
ド
ン
留
学
時
代
の
膨
大
な
日
記
、
「
漱
石
文
庫
」
（
東
北
大

学
附
属
図
書
館
蔵
）
に
残
さ
れ
た
蔵
書
お
よ
び
そ
れ
ら
へ
の
書
き
込
み
、
そ
し

て
帰
朝
後
、
二
商
、
東
京
帝
大
に
て
お
こ
な
っ
た
「
英
文
学
形
式
論
」
・
「
英
文

学
概
説
」
（
r
文
学
論
」
大
倉
書
店
、
一
九
〇
七
年
）
・
「
十
八
世
紀
英
文
学
」
（
『
文

学
評
論
』
春
陽
堂
、
一
九
〇
九
年
）
と
い
っ
た
講
義
な
ど
か
ら
伺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、
我
々
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
正
岡
子
規
と
の

親
交
に
象
徴
さ
れ
る
「
俳
句
」
的
世
界
へ
の
傾
倒
で
あ
る
。
留
学
以
前
の
漱
石

に
は
、
「
俳
句
作
家
」
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
に
句
作
が
多
い
。
漱
石
が
「
英

文
学
」
と
取
り
組
む
際
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
、
俳
句
的
な
芸
術
世
界
、
す
な
わ

ち
日
本
の
（
あ
る
い
は
東
洋
の
）
文
学
・
芸
能
と
の
比
較
の
態
度
が
顔
を
覗
か

せ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
留
学
期
お
よ
び
帰
国
直
後
の
時
期
に
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
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（7）

類
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
示
す
痕
跡
で
満
ち
て
い
る
。

西
洋
詩
画
比
較
論
の
受
容

1
－
原
密
的
翻
案
に
よ
る
「
小
説
」
の
俳
句
化
　
－

「
漱
石
文
庫
」
に
残
る
蔵
書
お
よ
び
ノ
ー
ト
類
か
ら
み
て
、
漱
石
が
西
洋
の

詩
画
比
較
論
に
触
れ
た
の
は
、
一
次
文
献
と
し
て
は
レ
ッ
シ
．
ン
グ
ヲ
オ
コ
オ

ン
』
（
英
訳
）
、
二
次
文
献
と
し
て
は
、
主
に
ポ
ー
サ
ン
ケ
ト
『
美
学
史
』
お
よ

び
ス
タ
ウ
ト
『
分
析
心
理
学
』
を
通
し
て
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
（
前
節
の

註
6
を
参
照
）
。
ポ
ー
サ
ン
ケ
ト
と
ス
タ
ウ
ト
の
書
に
共
通
な
の
は
、
レ
ッ
シ
ン

グ
の
理
論
成
立
の
前
段
階
と
し
て
、
バ
ー
ク
『
崇
高
と
美
と
の
我
々
の
観
念
の

起
源
に
関
す
る
哲
学
的
探
究
』
二
七
五
七
年
）
最
終
部
で
の
経
験
論
的
認
識
論

に
基
づ
く
言
語
論
、
す
な
わ
ち
「
こ
と
ば
」
の
効
果
を
「
音
・
写
像
・
魂
の
感

応
」
の
三
つ
に
規
定
し
、
「
魂
の
感
応
」
こ
そ
詩
の
本
務
で
あ
る
と
す
る
批
評
理

（8）論
が
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
漱
石
は
メ
モ
を
取
り
つ
つ
、
こ
れ
ら

の
美
学
書
の
理
解
に
執
芯
に
取
り
組
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
漱
石
の
バ
ー

ク
理
解
は
、
残
存
す
る
ノ
ー
ト
や
書
き
込
み
か
ら
考
え
て
も
、
二
次
文
献
に
見

ら
れ
た
概
説
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
レ
ッ
シ
ン
グ
の
理
論
へ
の
関

心
に
付
随
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
漱
石
は
一
八
世

紀
イ
ギ
リ
ス
文
学
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ノ
ー
ト
断
片
〔
N
－
恵
N
〕

に
お
け
る
数
行
の
記
述
以
外
、
バ
ー
ク
美
学
に
お
け
る
鍵
概
念
た
る
「
崇
高
」

に
直
接
言
及
し
た
著
作
は
見
当
た
ら
な
い
。
バ
ー
ク
に
言
及
し
た
例
と
し
て
は
、

（9）

む
し
ろ
バ
ー
ク
英
語
そ
の
も
の
の
牲
解
さ
を
嘆
い
た
講
演
記
録
の
ほ
う
が
際

立
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
レ
ッ
シ
ン
グ
ヲ
オ
コ
オ
ン
』
に
つ
い
て
は
、
英
訳

の
原
書
を
も
っ
て
い
た
う
え
、
初
期
小
説
『
草
枕
』
で
は
、
周
知
の
ご
と
く
そ

の
書
名
ま
で
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
軍
枕
』
に
お
い
て
も
、
レ
ッ

シ
ン
グ
の
「
時
間
芸
術
」
と
「
空
間
芸
術
」
と
い
う
区
別
が
厳
密
に
引
用
さ
れ
、

そ
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
作
品
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
読
者
に
こ
の
小
説
の
意
図
を
印
象
づ
け
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て

象
徴
的
に
名
前
を
挙
げ
た
と
い
う
ほ
う
が
こ
こ
で
は
適
切
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
我
々
が
理
解
す
べ
き
は
、
漱
石
が
西
洋
の
詩
画
比
較
論
の
伝
統
に

梓
さ
し
て
、
自
己
の
「
文
学
」
概
念
を
呈
示
し
ょ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
事
実

の
ほ
う
で
あ
る
。
漱
石
の
『
草
枕
』
は
、
彼
が
日
本
人
あ
る
い
は
東
洋
人
と
し

て
、
バ
ー
ク
お
よ
び
レ
ッ
シ
ン
グ
の
展
開
し
た
文
芸
理
論
と
の
対
時
、
転
用
の

な
か
か
ら
う
ま
れ
た
、
い
わ
ば
西
洋
文
芸
理
論
の
「
原
理
的
翻
案
小
説
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。『

草
枕
』
考

－
　
画
工
の
絵
に
な
ら
な
い
俳
句
的
な
旅
　
－

漱
石
の
初
期
作
品
で
あ
る
『
草
枕
』
を
問
題
に
す
る
と
き
、
つ
ね
に
問
題
と

さ
れ
る
の
は
次
の
三
つ
の
点
だ
ろ
う
。

①
作
品
の
冒
頭
と
末
尾
に
顕
著
な
二
〇
世
紀
西
洋
文
明
へ
の
批
判
お
よ
び
そ

こ
か
ら
の
逃
避
的
性
格

②
作
品
に
登
場
す
る
イ
ギ
リ
ス
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
絵
画
《
オ
フ
ィ
ー
リ
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案翻と容受の学美襲
干酎るみに

－

“

－

J

心
几

弄
り陣石漱

ア
＞
の
も
つ
象
徴
的
性
格

③
作
者
自
身
に
よ
る
い
く
つ
か
の
「
解
説
」
を
備
え
た
メ
タ
小
説
と
し
て
の

実
験
的
性
格

も
の
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
が
表
現
手
段
と
し
て
選
択
し
た
も
の
は

「
文
学
」
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。
彼
が
そ
れ
を
選
ん
だ
の
で
は
な
く
そ
れ
し

か
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の

81

「
文
学
」
と
は
広
義
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
文
学
」

と

①
の
占
用
h

ト
関
し
て
い
え
ば
、
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
　
r
措
」
最
終
部
に

漱
石
は
、
政
治
的
態
度
を
　
－
　
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
書
か

お
け
る
西
洋
文
明
批
判
と
の
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
執
筆
動
機
と

し
て
、
イ
ー
ギ
リ
ス
留
学
中
の
大
都
市
ロ
ン
ド
ン
で
の
不
愉
快
な
体
験
と
そ
の
気

晴
ら
し
と
な
っ
た
仙
境
ピ
ッ
ト
ロ
ホ
リ
イ
へ
の
旅
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い

（

1

0

）

　

　

　

　

l

る
。
ビ
ッ
ト
ロ
ホ
リ
イ
体
験
は
、
そ
の
ま
ま
漱
石
の
小
天
塩
泉
行
に
、
そ
し
て

『
草
枕
』
の
画
工
に
よ
る
「
那
古
井
の
温
泉
場
」
　
へ
の
「
非
人
情
な
旅
」
に
重

ね
合
わ
さ
れ
る
。
②
の
点
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
ラ
フ
ァ
エ
ロ
前
派
の
画
家

た
ち
の
関
心
の
的
と
な
っ
た
愛
・
死
・
川
と
い
っ
た
三
重
イ
メ
ー
ジ
が
、
漱
石

な
じ
み
の
テ
ニ
ス
ン
の
詩
と
呼
応
し
、
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
に
材
を
と
っ
た
「
蓬

露
行
」
を
経
由
し
て
、
『
草
枕
』
の
「
長
良
の
乙
女
」
伝
承
に
、
さ
ら
に
は
「
志

保
田
の
娘
」
那
美
に
投
影
さ
れ
た
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
＞
イ
メ
ー
ジ
に
ま
で
つ
な

（‖）

が
る
と
い
う
指
摘
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
①
の
文
明
批
判
も
②
の
西
洋
絵
画
の
引
用
も
ど
ち
ら
も
と
も
に
重
要

で
あ
る
に
せ
よ
、
『
草
枕
』
が
そ
も
そ
も
「
こ
と
ば
」
か
ら
な
る
芸
術
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
「
文
学
」
と
し
て
の
自
律
性
を
問
う
内
在
的
問
題
と
し
て
、
③
の
問
題

は
最
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
文
明
批
判
を
の
み
こ
と
と

す
る
な
ら
政
治
家
と
し
て
打
っ
て
出
て
も
よ
か
っ
た
し
、
絵
の
み
描
き
た
い
な

ら
画
家
に
な
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
ろ
う
。
事
実
子
細
に
見
れ
ば
、
「
文
学

者
」
た
る
漱
石
に
も
政
治
的
な
言
動
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
絵
画
を

で
あ
れ
ー
－
－
表
明
し
た
し
、
絵
画
の
も
つ
色
彩
世
界
の

と
ば
」
を
通
じ
て
記
述
し
ょ
う
と
試
み
も
し
た
。

感

い
う
形

な
い
＋

党
そ
の

式
を
も
っ
て
、

い
う
か
た
ち

も
の
を
「
こ

漱
石
は
自
覚
的
に
新
し
い
　
「
小
説
」
観
を
呈
示
す
べ
く
、

彼
に
い
わ
せ
れ
ば
、

「
美
し
い
感
じ
」
を
残
す
だ
け
で
「
プ
ロ
ッ
ト
も
な
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も

な
い
」
よ
う
な
「
美
を
生
命
と
す
る
俳
句
的
小
説
」
〔
N
m
－
N
声
N
－
N
）
を
書
い
た

（12）

の
で
、
あ
る
。
我
々
は
す
ぐ
に
、
画
工
が
那
美
に
「
小
説
」
の
よ
り
本
来
的
な
読

み
方
す
な
わ
ち
「
非
人
情
な
読
み
方
」
〔
㌣
ロ
0
〕
を
説
い
て
聞
か
せ
る
件
り
を

思
い
だ
す
。

（
画
工
）
　
「
小
説
も
非
人
情
で
読
む
か
ら
、
筋
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
ん
で

す
。
こ
う
し
て
、
御
薇
を
引
く
よ
う
に
、
ぱ
っ
と
開
け
て
、
開
い
た
所
を
、

漫
然
と
読
ん
で
る
の
が
面
白
い
ん
で
す
」
〔
㌣
－
○
巴
。

読
者
の
側
に
喚
起
さ
れ
る
感
情
と
作
家
の
側
の
創
作
意
図
と
の
あ
い
だ
の
齢

醇
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
さ
ほ
ど
考
慮
し
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
読
書

行
為
も
含
め
て
、
全
体
と
し
て
「
作
品
」
が
成
立
す
る
と
も
い
え
る
か
ら
だ
。

も
っ
と
も
、
漱
石
が
画
工
に
い
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
非
人
情
な

読
み
方
」
は
、
当
時
の
「
普
通
の
小
説
」
（
「
普
通
の
」
と
い
う
の
は
、
漱
石
に
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お
い
て
は
否
定
的
意
味
）
た
る
探
偵
小
説
〔
ニ
ー
－
〕
に
は
妥
当
し
な
い
わ
け
で
、

こ
う
し
た
読
書
法
は
、
そ
れ
相
当
の
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
「
小
説
」
に
し

か
妥
当
し
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
『
草
枕
』
の
よ
う
な
小
説
で
あ
る
。

た
だ
し
、
我
々
は
、
ひ
と
つ
の
作
品
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
作
者
自
身
に

よ
る
「
解
説
」
を
あ
る
程
度
割
り
引
い
て
受
け
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
『
草
枕
』

の
ね
ら
い
が
、
た
と
え
対
象
と
心
理
的
距
離
を
と
っ
た
客
観
的
態
度
す
な
わ
ち

「
非
人
情
」
の
態
度
の
確
立
だ
っ
た
と
は
い
え
、
作
品
構
成
上
は
「
画
工
」
と

い
う
ひ
と
り
の
主
人
公
の
視
点
に
立
っ
た
、
一
貫
し
た
時
間
構
造
の
も
と
に
展

開
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
物
語
が
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
『
草
枕
』
の
導
入
部
を

見
て
も
、
山
道
・
峠
の
茶
屋
・
那
古
井
の
宿
・
那
美
の
登
場
へ
と
進
む
過
程
は

ま
っ
た
く
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ
る
。
雨
の
効
果
に
よ
っ
て
主
人
公
は
仙
境
へ

と
い
ざ
な
わ
れ
る
。
宿
到
着
の
夜
、
彼
は
夢
と
も
現
と
も
つ
か
ぬ
体
験
を
す
る
。

こ
う
し
た
構
成
か
ら
も
、
心
理
的
効
果
を
緻
密
に
計
算
し
た
う
え
で
の
論
理
的

（13）

筋
構
成
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
作
品
の
な
か
で
繰
り
返
し
画
工
に
語
ら
せ
る
、
こ
の
旅
で
取
る

べ
き
態
度
お
よ
び
発
言
に
は
、
一
貫
し
た
「
非
人
情
」
性
の
強
調
が
あ
る
。
「
然

し
苦
し
み
の
な
い
の
は
何
故
だ
ら
う
。
只
此
景
色
を
一
幅
の
画
と
し
て
観
、
一

巻
の
詩
と
し
て
読
む
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
只
此
景
色
が
－
1
腹
の
足
し
に
も

な
ら
ぬ
、
月
給
の
補
ひ
に
も
な
ら
ぬ
此
景
色
が
景
色
と
し
て
の
み
余
が
心
を
楽

ま
せ
つ
つ
あ
る
か
ら
苦
労
も
心
配
も
伴
は
ぬ
の
だ
ら
う
」
〔
㌣
巴
。
こ
こ
に
は
ま

さ
に
、
漱
石
一
流
の
ピ
タ
チ
ュ
ア
レ
ス
ク
美
学
の
実
践
が
あ
る
。
「
有
体
な
る
己

れ
を
忘
れ
尽
し
て
純
客
観
に
眼
を
つ
く
る
時
、
始
め
て
わ
れ
は
画
中
の
人
物
と

し
て
、
自
然
の
景
物
と
美
し
き
調
和
を
保
つ
」
〔
〕
忘
）
。
こ
う
し
た
美
学
的
実

域
は
、
「
四
角
な
世
界
か
ら
常
識
と
名
の
つ
く
、
一
角
を
摩
滅
し
て
、
三
角
の
う

ち
に
住
む
」
〔
㌣
芭
よ
う
な
芸
術
家
（
漱
石
は
「
詩
人
」
と
い
う
語
で
し
ば
し

ば
表
現
）
に
の
み
可
能
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
芸
術
家
に
な
る
こ
と

は
、
漱
石
に
い
わ
せ
る
と
至
極
単
純
な
こ
と
な
の
だ
。
「
其
方
便
は
色
々
あ
る
が

一
番
手
近
な
の
は
何
で
も
蚊
で
も
手
当
り
次
第
十
七
字
に
ま
と
め
て
見
る
の
が

一
番
い
い
。
（
中
略
）
十
七
字
が
容
易
に
出
来
る
と
云
ふ
意
味
は
安
直
に
詩
人
に

な
れ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、
詩
人
に
な
る
と
云
ふ
の
は
一
種
の
悟
り
で
あ

る
か
ら
軽
便
だ
と
云
っ
て
侮
蔑
す
る
必
要
は
な
い
」
〔
㌣
呂
。
こ
こ
に
漱
石
の

「
俳
句
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
句
作
こ
そ
、
純
然
た
る
芸
術
世
界
の
創
出

な
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
俳
句
的
「
軽
み
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
苦
悩
も
利
得

も
無
関
係
な
感
覚
的
美
の
支
配
す
る
世
界
が
あ
る
。
さ
ら
に
漱
石
は
、
こ
う
し

た
「
出
世
間
的
の
詩
昧
」
を
、
来
る
べ
き
二
〇
世
紀
に
必
要
な
「
睡
眠
」
〔
ご
0
〕

と
併
置
し
、
文
明
批
評
と
も
接
合
さ
せ
て
い
る
。

む
　
　
す
　
　
び

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
の
「
草
枕
』
は
、
西
洋
美
学
の
受
容
と
そ
の
「
俳
句
」

的
翻
案
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
ま
さ
し
く
新
し
い
実
験
小
説
で
あ
っ
た
。
こ
の

（14）

試
み
は
二
俳
句
」
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
「
写
生
」
・
「
軽
み
」
の
精
神
を
全

面
に
押
し
出
す
こ
と
で
、
い
わ
ば
西
洋
の
伝
統
的
文
学
概
念
の
基
礎
で
あ
っ
た

「
詩
」
あ
る
い
は
「
劇
」
の
も
つ
魂
に
訴
え
か
け
る
激
情
性
あ
る
い
は
物
語
性

を
拒
否
し
た
「
文
学
」
概
念
の
呈
示
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
文
学
」
は
、

ま
さ
し
く
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
あ
ら
わ
れ
、
漱
石
自
身
も
熱
心
に
研
究
し
た

9

1
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冗

⊥
ハ
ハ
・草『石漱

ス
タ
ー
ン
の
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
テ
ィ
』
的
「
小
説
」
技
法
で
あ
っ
た

（15）

と
い
え
よ
う
。
漱
石
こ
そ
ま
さ
に
「
非
人
情
」
を
も
っ
て
其
の
「
小
説
家
」
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
草
枕
』
に
見
ら
れ
た
傾
向
は
r
猫
」
に
も
伺
え
る
。
こ
の
漱
石

の
出
世
作
が
雑
誌
連
載
か
ら
は
じ
ま
っ
こ
と
も
あ
っ
て
、
初
回
原
稿
に
編
集
責

任
者
高
浜
虚
子
が
、
漱
石
承
認
の
う
え
か
な
り
手
を
加
え
た
よ
う
だ
が
、
漱
石

（16）

自
身
は
そ
れ
を
ま
っ
た
く
気
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
れ
ら

二
作
品
の
連
続
性
を
示
唆
し
て
い
て
お
も
し
ろ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
か
ら
漱

石
を
「
通
俗
作
家
」
あ
る
い
は
「
大
衆
小
説
家
」
と
見
る
態
度
を
肯
定
的
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
当
時
の
文
壇
の
主
流
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
フ
ラ

ン
ス
的
「
自
然
主
義
」
作
家
に
対
し
、
漱
石
み
ず
か
ら
、
自
己
を
含
む
「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
系
作
家
を
「
余
裕
派
」
（
虚
子
『
鶏
頭
』
「
序
」
〔
芦
品
T
－
雷
〕
）
と

呼
ん
だ
時
、
そ
れ
は
文
壇
作
家
た
ち
に
対
す
る
一
種
の
リ
ア
ィ
キ
ユ
ル
す
な
わ

ち
高
笑
い
と
な
る
。
漱
石
の
目
指
し
た
「
小
説
」
と
は
、
大
衆
的
な
す
な
わ
ち

寄
席
的
な
笑
い
の
醸
し
出
す
切
れ
の
よ
い
「
軽
み
」
の
話
芸
で
あ
り
、
禅
の
境

地
に
ま
で
通
ず
る
俳
譜
趣
味
の
産
物
で
あ
っ
た
。
俳
譜
に
お
い
て
は
、
そ
の
一

座
が
「
発
句
」
を
ど
う
解
釈
し
て
、
つ
ぎ
に
続
く
新
し
い
芸
術
世
界
を
ど
う
創

出
す
る
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
個
人
作
家
に
よ
る

赤
裸
々
な
心
情
吐
露
、
つ
ま
り
は
あ
る
種
の
感
情
移
入
を
強
要
す
る
「
お
涙
項

戴
も
の
」
と
し
て
の
性
格
よ
り
も
、
た
だ
「
美
し
い
」
（
「
お
も
し
ろ
い
」
・
「
心

地
よ
い
」
・
「
す
が
す
が
し
い
」
を
も
含
む
）
と
い
う
感
じ
を
座
の
人
々
に
客
観

的
な
か
た
ち
で
呈
示
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
写
生
」
と
い
う
問
題
が

重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
漱
石
の
こ
う
し
た
「
俳
句
」
的
な
発
想
は
、
筋
あ
る
い

は
物
語
の
展
開
で
は
な
く
、
色
彩
の
モ
ザ
イ
ク
世
界
の
創
出
を
ね
ら
う
手
法
に

討
招
持
轟
絹
結
締
絹
紐
縞
鮮（1
7）

02

ま
た
こ
う
し
た
傾
向
は
、
r
草
枕
」
　
に
登
場
す
る

経
て
、
そ
の
ま
ま
F
草
枕
」
に
流
れ
込
ん
で

持
穀
雨
・
蒸
気

速
度
＞
や
ミ
レ
ー
の
＜
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
＞
と
い
っ
た
、
漱
石
と
同
時
代
の
ヴ
ィ

タ
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
絵
画
へ
の
閑
心
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。

と
大
気
の
画
家
で
あ
っ
て
、
色
彩
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
示
し

「

二
㍉

画
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
前
派
の
画
家
ミ
レ
ー
は
漱
石
と

同
時
代
人
で
、
そ
の
作
《
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
V
に
は
、
狂
気
を
解
き
放
た
れ
た
美

女
と
し
て
の
彼
女
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
色
と
り
ど
り
の
花
々
と
と
も
に
川
面

に
浮
か
び
、
苦
悶
の
表
情
ひ
と
つ
見
せ
ず
、
恍
惚
さ
を
も
漂
わ
せ
て
透
明
な
水

の
な
か
を
流
れ
ゆ
く
そ
の
姿
は
、
ま
さ
に
「
非
人
情
」
を
表
し
て
い
る
。
我
々

は
漱
石
の
同
時
代
「
西
洋
絵
画
」
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
と
そ
の
創
作
へ
の
す

ば
や
い
通
用
に
感
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
漱
石
の
試
み
を
当
時
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
芸
術
状
況
の
な
か
に
置
い
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
文
学
に
お
け
る
「
小
説
」

の
台
頭
と
と
も
に
、
西
洋
美
術
に
お
い
て
は
印
象
派
の
試
み
を
越
え
、
「
抽
象
絵

画
」
の
出
立
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
あ
が
る
。
r
草
枕
』
執
筆
と
相
前
後
す
る
一

九
一
〇
年
頃
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
抽
象
絵
画
が
描
か
れ

た
。
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
ワ
グ
ナ
ー
の
《
ロ
ー
ユ
ン
グ
リ
ー
ン
》
に
触
発
さ

れ
て
抽
象
絵
画
を
描
い
た
と
い
う
。
筋
す
な
わ
ち
物
語
を
重
視
し
な
い
「
小
説
」

の
誕
生
と
、
歴
史
す
な
わ
ち
物
語
を
こ
と
と
し
な
い
「
抽
象
絵
画
」
の
誕
生
は
、

と
も
に
現
在
時
に
お
い
て
「
書
く
」
行
為
お
よ
び
「
描
く
」
行
為
を
純
粋
に
追



月l年1002愕岬
金
月究研学美

求
す
る
と
い
う
側
面
（
す
な
わ
ち
「
純
粋
芸
術
」
）
へ
の
傾
き
を
示
し
て
い
る
が
、

ど
ち
ら
も
「
音
楽
」
の
与
え
る
よ
う
な
種
類
の
現
時
的
な
直
接
性
と
そ
の
感
覚

性
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
漱
石
の
軍
枕
』
が
、
そ
の

（18）

創
作
原
理
か
ら
い
っ
て
も
、
今
世
紀
の
偉
大
な
音
楽
家
グ
ー
ル
ド
に
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
必
然
で
さ
え

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
広
い
比
較
芸
術
史
的
な
視
座

に
立
っ
て
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
漱
石
の
仕
事
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
新

た
な
仕
方
で
評
価
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
広
い
意
味
で
の
「
文
学
者
」
で
あ
っ
た

漱
石
は
、
西
洋
美
学
の
動
向
を
踏
ま
え
、
自
ら
思
索
し
た
美
学
者
あ
る
い
は
芸

術
学
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
美
学
者
と
し
て
の
漱
石
像
を
提
起
す
る
た
め
、
我
々
は
こ
こ
ま

で
軍
枕
』
を
扱
っ
て
き
た
。
詩
画
比
較
論
と
い
う
文
脈
で
考
え
た
時
、
軍
枕
』

の
語
り
手
は
や
は
り
「
画
工
」
で
な
け
れ
ば
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
品
が
「
小

説
」
と
い
う
文
学
形
式
を
と
る
が
ゆ
え
に
、
画
工
に
ひ
と
つ
の
絵
に
は
ま
と
ま

ら
な
い
1
ヒ
ロ
イ
ン
那
美
の
イ
メ
ー
ジ
も
最
後
の
さ
い
ご
ま
で
ひ
と
つ
に
ま

と
ま
ら
な
い
－
　
「
俳
句
」
的
な
旅
を
続
け
さ
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
世
俗
の
煩
悶
を
超
越
し
た
「
非
人
情
」
の
旅
の
も
た
ら
す
「
客

観
的
な
」
す
な
わ
ち
無
関
心
的
な
観
想
態
度
こ
そ
、
画
工
を
生
業
・
人
事
の
煩

わ
し
さ
か
ら
解
き
放
ち
、
純
粋
に
「
写
生
」
的
な
態
度
、
す
な
わ
ち
た
だ
「
美

学
的
に
」
万
事
を
観
察
す
る
態
度
へ
と
い
ざ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
美
学
的
な
態
度
に
適
す
る
舞
台
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
「
非
人
情
の

天
地
」
〔
P
u
〕
た
る
俳
句
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
っ
た
。

註
漱
石
の
作
品
・
創
作
ノ
ー
ト
・
日
記
・
年
譜
等
は
、
す
べ
て
最
新
版
覇
石
全
集
』

（
全
二
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
〓
有
l
九
九
九
年
三
月
）
の
テ
キ
ス

ト
に
拠
っ
た
。
な
お
・
本
全
集
テ
キ
ス
ト
を
引
用
ま
た
は
参
照
し
た
箇
所
に
は
、
〔
　
〕

括
弧
内
に
左
よ
り
巻
数
お
よ
び
真
数
を
記
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
括
弧
内
に
、
当
該
筒

所
の
確
定
に
資
す
る
情
報
を
記
し
た
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。

特
に
r
草
枕
」
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
岩
波
文
庫
版
二
九
九
八
年
）
、
新
潮

文
庫
版
（
一
九
九
七
年
）
、
お
よ
び
英
訳
版
H
訂
∴
コ
㌻
怨
・
9
表
3
礼
讃
ヽ
註
t
r
a
n
s
・

b
y
A
－
a
n
T
u
r
n
e
y
－
S
…
n
g
a
p
O
r
e
‥
↑
u
t
t
－
e
P
u
b
－
i
s
h
i
n
g
I
N
…
・
を
そ
れ
ぞ
れ
参
考

に
し
た
。

（
1
）
　
プ
ラ
ト
ン
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
論
に
関
し
て
は
、
北
野
雅
弘
「
プ
ラ
ト
ン
に
い

た
る
美
と
芸
術
の
理
論
」
（
当
津
武
彦
編
貢
の
変
貌
』
世
界
思
想
社
二
九
八

八
年
、
四
－
三
一
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
r
モ
ラ
リ
ア
』
の
「
ア

テ
ナ
イ
人
の
栄
光
」
に
は
、
す
で
に
ケ
オ
ス
の
シ
モ
こ
デ
ス
（
前
五
五
六
年
～
四

六
七
年
）
の
時
点
で
「
絵
画
は
黙
せ
る
詩
、
詩
は
語
る
絵
画
」
．
と
い
う
表
現
が

見
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
間
の

「
姉
妹
」
性
を
神
々
の
名
を
借
り
て
言
及
し
た
早
い
例
と
し
て
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ

ウ
ス
r
変
身
物
語
〓
第
二
巻
、
一
三
－
一
四
行
）
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

以
上
、
シ
モ
ニ
デ
ス
お
よ
び
オ
ウ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
関
し
て
は
、
1
・
グ
レ
イ
ア

ム
「
ウ
ト
・
ピ
タ
ト
ゥ
ラ
・
ポ
エ
シ
ス
（
詩
は
絵
の
ご
と
く
）
」
（
ウ
ィ
ー
ナ
ー

編
r
西
洋
思
想
大
事
典
し
第
三
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
五
－
二
九

四
頁
）
　
を
参
照
。

（
2
）
　
古
代
、
中
世
を
通
じ
て
、
主
に
弁
論
術
の
批
評
語
彙
に
よ
っ
て
「
詩
」
は
論

じ
ら
れ
て
き
た
・
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
絵
画
の
地
位
向
上
の
た
め
、
ノ
絵
画
批
評

家
た
ち
に
よ
っ
て
互
換
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
た
の
は
、
ホ

ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
定
式
化
さ
れ
た
文
言
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
デ
ユ
7
レ
ノ
ワ
『
画

法
」
（
エ
バ
六
八
年
）
お
よ
び
そ
の
英
訳
者
ド
ラ
イ
テ
ン
（
英
訳
者
に
よ
る
序
文

「
絵
画
と
詩
の
比
較
」
、
一
六
九
五
年
）
に
引
き
継
が
れ
、
い
っ
そ
う
流
布
す
る

12



案棚と容受の学美津西鵜
　
（
3
〉

に刑事『石漱

こ
と
に
な
る
。
以
上
、
同
書
（
グ
レ
イ
ア
ム
、
一
九
九
〇
年
）
お
よ
び
浜
下
昌

宏
「
第
二
記
号
と
し
て
の
画
像
」
（
谷
川
淀
編
「
記
号
の
劇
場
」
昭
和
堂
、
一
九

八
八
年
、
八
一
－
二
二
真
）
を
参
照
。
ま
た
、
一
八
壮
紀
を
「
絵
画
の
時
代
」

と
す
る
見
解
に
関
し
て
は
、
佐
々
木
健
一
「
U
T
P
I
C
T
U
R
A
P
O
E
S
：
S
－
絵

画
の
二
八
世
紀
」
（
神
林
恒
遺
ほ
か
編
r
芸
術
学
の
軌
跡
」
勤
草
書
房
、
一
九
九

二
年
、
二
三
八
－
二
五
三
真
）
を
参
照
。

「
小
説
」
の
定
義
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
詩
に
こ

そ
相
応
し
い
「
韻
律
」
や
「
比
喩
」
で
も
、
劇
に
こ
そ
相
応
し
い
「
物
語
」
で

も
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
文
」
そ
の
も
の
を
意
識
的
に
扱
う
、
ま
さ
に
「
書

き
な
が
ら
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
自
己
言
及
的
な
メ
タ
言
説
的
技
芸
と
理
解
し

た
い
。
こ
の
理
解
は
、
上
倉
庸
敬
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
文
学
理
論
」
（
神
林
恒

遺
編
冒
志
術
現
代
諭
し
昭
和
堂
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
六
－
二
二
九
頁
）
に
負

う
も
の
で
あ
り
、
本
論
考
は
『
草
枕
』
　
へ
も
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
柄
谷
行

人
は
、
大
岡
昇
平
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
二
九
八
八
年
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
r
猫
」
、

『
草
枕
』
な
ど
漱
石
初
期
作
品
の
う
ち
に
、
詩
で
も
小
説
で
も
な
い
「
写
生
文
」

を
前
提
と
し
た
「
言
葉
に
固
執
す
る
意
識
」
に
拠
っ
て
立
つ
文
学
ジ
ャ
ン
ル
た

る
「
文
」
の
現
前
を
見
て
い
る
。
柄
谷
行
人
「
漱
石
論
集
成
し
第
三
文
明
社
、

一
九
九
二
年
、
一
九
七
－
二
〇
二
頁
を
参
照
。
明
治
期
の
「
写
生
」
（
あ
る
い
は

「
ス
ケ
ッ
チ
」
）
概
念
に
つ
い
て
は
、
国
木
田
独
歩
、
正
岡
子
規
、
徳
富
正
花
、

島
崎
藤
村
な
ど
を
例
に
挙
げ
つ
つ
、
中
村
光
夫
、
江
藤
淳
、
柄
谷
行
人
ら
に
よ

る
今
日
の
代
表
的
な
日
本
近
代
文
学
史
観
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
難

点
を
指
摘
し
た
包
括
的
か
つ
示
唆
的
な
研
究
書
が
最
近
刊
行
を
見
て
い
る
。
鈴

木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
」
作
品
社
、
一
九
九
八
年
、
二
八
一
－
三
一

二
頁
を
参
照
。

ま
た
、
「
小
説
」
の
誕
生
の
時
期
と
場
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が

セ
ル
バ
ン
テ
ス
に
倣
っ
て
喜
劇
的
小
説
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
二

七
四
二
年
）
を
書
き
、
ス
タ
ー
ン
が
時
間
構
造
も
筋
も
錯
綜
し
た
脱
線
小
説
『
ト

リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
し
（
一
七
五
九
年
～
一
七
⊥
ハ
七
年
）
を
書
い
た
一
八

世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
う
ち
に
定
位
し
た
い
。
こ
う
し
た
小
説
観
は
、
パ
フ
チ
ン
の

樟
舞
踊
璃
瞑
鮭
遁
〉
轟
和

所
収
の
論
考
で
あ
る
。

な
お
、
一
八
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
す
で
に
政
治
的
・
宗
教
的
多
様

化
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
が
連
動
し
て
起
こ
っ
て
お
り
、
A
・
A
・
C
・

シ
ャ
7
ツ
ベ
リ
な
ど
は
、
ゴ
d
i
c
u
－
e
、
の
原
理
を
も
っ
て
「
風
刺
的
、
パ
ロ
デ
ィ

的
、
毒
劇
的
」
ジ
ャ
ン
ル
を
擁
護
し
て
い
た
し
、
出
版
物
も
ゴ
已
s
c
e
H
a
n
y
二
雑

録
）
　
の
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
が
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
に
付
記

し
て
お
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
M
i
c
h
a
e
－
P
r
i
n
c
e
－
迦
寮
長
等
訂
こ
ざ
倉
登

、
－
～
、
ト
，
品
、
丸
、
㌣
．
－
句
、
、
、
鷺
、
P
、
、
、
、
～
一
・
、
、
、
ふ
く
h
P
、
ヾ
、
（
一
－
い
一
・
．
．
・
訂
、
、
罵
、
訂
′
㍉
二
、
、
㌧
へ
、
、
、
㌧
－
．
ト
／
．
．
～
．
r
・
、
・

C
a
ヨ
b
r
i
d
g
e
U
．
P
．
こ
3
声
p
p
．
N
？
A
P
を
参
照
。

（
4
）
　
東
京
駿
河
台
「
成
立
学
舎
」
に
は
じ
ま
る
少
年
期
以
来
の
漱
石
の
英
語
学
習

の
軌
跡
、
お
よ
び
彼
が
英
語
教
育
者
と
な
っ
て
か
ら
の
桧
山
・
熊
本
時
代
お
よ

び
二
品
・
帝
大
時
代
の
講
義
、
試
験
問
題
、
出
張
報
告
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、

川
島
辛
希
r
英
語
教
師
夏
日
漱
石
」
新
潮
選
書
、
二
〇
〇
〇
年
に
詳
し
い
。

（
5
）
　
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
留
学
か
ら
帰
朝
後
、
一
高
お
よ
び
東

京
帝
大
で
「
英
文
学
概
説
」
、
「
文
学
論
」
、
「
十
八
世
紀
英
文
学
」
等
を
講
じ
る

か
た
わ
ら
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
六
年
ま
で
の
間
に
同
時
進
行
的
に
著
さ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
芸
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
以
下

の
と
お
り
。
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
は
、
高
浜
虚
子
の
す
す
め
で
、
ま
ず
子
規
門

下
の
文
章
会
「
山
会
」
に
て
一
九
〇
四
年
一
二
月
朗
読
発
表
さ
れ
、
翌
一
九
〇

五
年
一
月
、
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
第
一
部
が
初
出
二
九
〇
六
年
八
月
、

第
二
部
発
表
ま
で
）
。
「
浅
虚
集
し
所
収
の
短
編
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
〇
五
年

一
月
か
ら
翌
一
九
〇
六
年
一
月
に
か
け
て
r
帝
国
文
学
∵
『
学
燈
∵
『
中
央
公

ン
グ
に
つ
い
て
は
、
水
島
裕
雅
「
西
洋
近
代
の
文
学
観
　
－
　
ヱ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン

と
の
接
触
な
ど
と
も
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
以

グ
の
小
説
観
の
形
成
を
中
心
と
し
て
」
　
（
二
〇
－
二
九
頁
）
、

誹

「
小
説
」
規
定
で
あ
る
①
相
互
照
明
的
な
多
言
語
的
意
識
・
②
時
間
座
標
の
根

源
的
転
換
に
よ
る
過
去
の
絶
対
化
の
拒
否
・
③
未
完
結
な
形
式
ゆ
え
の
現
在
時

22

フ
ィ
ー
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ン
に
つ
い
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論
㌢
こ
よ
ト
ト
ギ
ス
？
『
七
人
』
に
初
出
。
選
篭
し
所
収
の
「
草
枕
」
は
、
一

九
〇
⊥
ハ
年
九
月
、
雑
誌
『
新
小
説
』
に
初
出
。

（
6
）
　
漱
石
の
後
期
作
品
に
お
け
る
W
∴
ン
ェ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
の
影
響
に
関
す
る

研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
倉
嘩
二
夏
目
漱
石
－
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー

ム
ズ
受
容
の
周
辺
し
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
が
あ
る
。

蔵
書
や
日
記
か
ら
伺
え
る
漱
石
の
西
洋
美
学
の
受
容
は
、
Y
・
ヒ
ル
ン
芸

術
の
起
源
〓
英
訳
ニ
ー
三
〇
二
明
治
三
四
年
九
月
二
三
日
付
日
記
）
／
漱
石

山
房
蔵
書
目
録
－
竺
〓
）
、
B
・
ポ
ー
サ
ン
ケ
ト
買
学
史
ニ
ー
三
〇
二
明
治
三

四
年
二
〇
月
一
六
日
付
日
記
）
／
蔵
書
目
録
＝
芭
、
B
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
ー
美
学
し

（
英
訳
二
軍
N
更
明
治
閃
三
一
年
九
月
二
四
日
付
日
記
）
／
蔵
書
日
録
－
○
呂
、

K
，
グ
ロ
ー
ス
『
人
間
遊
戯
論
〓
英
訳
〓
蔵
書
目
録
－
○
∞
－
〕
、
J
・
ラ
ス
キ
ン

道
代
画
家
論
二
歳
吉
目
録
－
N
N
3
と
い
っ
た
、
暫
時
流
行
し
た
社
会
心
理
学

的
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
歴
史
主
義
的
要
素
の
強
い
美
学
理
論
書
を
通
し
て
で
あ

る
よ
う
だ
。
ま
た
、
特
に
詩
画
比
較
論
に
関
し
て
は
、
ヲ
オ
コ
オ
ン
」
（
英
訳
〉

〔
蔵
書
日
録
§
〕
の
ほ
か
、
ス
タ
ウ
ト
石
析
心
理
学
二
歳
書
目
録
u
室

や
ポ
ー
サ
ン
ケ
ト
買
学
史
』
に
お
け
る
バ
ー
ク
お
よ
び
レ
ッ
シ
ン
グ
理
論
の

解
説
箇
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ス
タ
ウ
ト
お
よ
び
ポ
ー
サ
ン
ケ
ト
の
バ
ー

ク
解
説
を
も
と
に
、
西
洋
詩
の
ー
s
O
u
n
d
J
任
に
対
す
る
東
洋
詩
（
主
に
漢
詩
と
発

句
）
の
ぎ
r
ヨ
遠
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
ノ
ー
ト
断
片
が
存
在
す
る

〔
N
r
N
N
窯
浩
∴
害
毒
買

（
7
）
　
註
6
で
指
摘
し
た
箇
所
以
外
に
も
、
ノ
ー
ト
断
片
に
は
、
例
え
ば
日
本
の
芝

居
お
よ
び
絵
画
と
西
洋
の
そ
れ
ら
を
．
a
b
s
l
r
a
c
t
！
と
」
琶
a
C
l
i
c
a
－
－
と
い
う
美

二
二
こ

の
在
り
方
の
差
で
比
較
し
た
り
〔
N
－
－
N
N
巴
、
「
浅
井
氏
ト
倫
執
ヲ
行
ク
、
氏
の

天
地
ハ
悉
夕
色
ナ
リ
・
是
天
地
を
色
観
ス
ル
ナ
リ
」
〔
N
こ
呂
と
あ
っ
た
り
、

ヲ
オ
コ
オ
ン
こ
の
書
き
込
み
に
「
寒
山
拾
得
ノ
画
ハ
如
何
」
〔
N
ご
∞
巴
と

あ
っ
た
り
な
ど
す
る
。

（
8
）
　
拙
稿
「
E
・
バ
ー
ク
に
お
け
る
詩
画
比
較
論
と
そ
の
美
学
的
基
礎
－
買

高
と
美
し
の
分
析
よ
り
ー
」
（
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
編
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研

究
し
第
二
二
号
、
一
九
九
八
年
、
≡
－
三
五
真
）
を
参
照
。

（9）

「
模
倣
と
独
立
」
と
題
さ
れ
た
〓
尚
弁
論
部
主
催
の
講
演
二
九
一
三
年
二

二
月
一
二
日
、
於
一
高
）
の
な
か
に
、
熊
本
時
代
に
「
英
語
」
の
教
科
書
と
し

て
使
用
し
て
い
た
バ
ー
ク
の
著
作
に
与
い
て
の
言
及
〔
ニ
ラ
「
演
説
集
」
と

記
載
・
N
雲
量
／
「
論
文
」
と
記
載
〕
が
あ
る
。
字
義
通
り
に
と
れ
ば
、
こ
れ

は
そ
の
難
解
さ
の
告
白
の
よ
う
だ
が
、
出
身
校
の
後
輩
へ
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

の
感
も
あ
る
。
最
新
版
全
集
の
テ
キ
ス
ト
編
集
に
よ
り
、
二
種
類
の
テ
キ
ス
ト

の
存
在
が
明
確
に
な
っ
た
が
〔
N
ご
甲
翌
）
、
両
テ
キ
ス
ト
の
記
述
か
ら
だ
け

で
は
、
具
体
的
に
バ
ー
ク
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
指
す
か
正
確
に
は
特
定
は
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
「
漱
石
文
庫
」
中
に
、
エ
ヴ
リ
マ
ン
ズ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
扇

説
集
（
ア
メ
リ
カ
課
税
反
対
演
説
・
ブ
リ
ス
ト
ル
演
説
）
」
（
一
八
九
七
年
〉
お

よ
び
同
版
r
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
省
察
」
二
八
九
四
年
）
、
さ
ら
に
丸
善
商
社

書
店
版
の
別
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
省
察
」
二
八
九
二
年
）
〔
蔵
書
目
録
－
苧

ロ
○
）
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
・
本
講
演
で
の
言
及
が
、
買
高
と
美
の
探
究
－

に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
バ
ー
ク
後
半
生
の
政
治
的
著
作
に
向
け
ら
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
「
文
学
者
」
漱
石
が
、
バ
ー
ク
思
想
を
あ
る
程
度

具
体
的
な
か
た
ち
で
受
容
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
二
次
文
献
を
通
じ
て
で
は
あ

れ
、
や
は
り
そ
の
美
学
的
思
索
（
詩
画
比
較
論
）
の
ほ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
漱
石
は
「
崇
高
」
概
念
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
明
治
期
に
、
早
く
か
ら
「
崇
高
」
概
念
に
注
目
し
て
い
た

人
物
の
ひ
と
り
と
し
て
、
r
日
本
風
景
論
二
一
八
九
四
年
）
を
著
し
た
志
賀
重

昂
を
「
日
本
の
ラ
ス
キ
ン
」
と
評
し
た
内
村
鑑
三
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
内
村

は
r
日
本
風
景
諭
し
の
書
評
中
で
志
賀
を
絶
賛
し
っ
つ
も
、
欠
点
と
し
て
「
風

景
」
考
察
に
お
け
る
偉
大
さ
・
崇
高
さ
・
深
淵
さ
－
ア
ル
プ
ス
・
モ
ン
テ
ロ
・
－

ザ
を
踏
ま
え
つ
つ
－
へ
の
言
及
の
不
足
を
指
摘
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
の
内
村
が
、
お
そ
ら
く
ラ
ス
キ
ン
研
究
を
通
じ
て
で
は
あ
る
が
、
「
崇
高
」

概
念
に
注
目
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
、
㌃
た
内
相
の
態
度
に
づ
け
て
は
、

内
田
芳
明
r
風
景
と
は
何
か
」
朝
日
選
書
、
一
九
九
二
年
、
閃
≡
丁
四
四
真
・

五
七
－
五
八
頁
を
参
照
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
漱
石
が
バ
ー
ク
の
名
を
挙
げ
る
の
は
、
レ
ノ
ル
ズ
、
ギ
ヤ

32



案翻と容受の学美洋西るみに
題
』枕草『石漱

リ
ッ
ク
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
に
言
及
し
っ
つ
、
一
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
「
セ
ン

ト
・
ゼ
ー
ム
ス
籾
排
店
」
を
話
題
に
し
た
箇
所
冨
云
－
〕
だ
け
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
平
岡
敏
夫
「
ロ
ン
ド
ン
体
験
と
し
て
の
r
草
枕
ヒ
（
小
森
陽
二
・
石
原
千
秋

編
『
漱
石
研
究
し
第
五
号
、
翰
林
萱
屠
、
一
九
九
五
年
・
七
四
－
八
五
頁
）
を
参

詔
り
‥
°

口
H
‖
．

（
1
1
）
　
松
村
昌
家
r
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
文
学
と
絵
画
」
世
界
思
想
社
、
一
九
九
三

年
、
一
九
八
－
二
五
五
真
を
参
照
。
な
お
、
r
浅
虚
集
」
お
よ
び
r
草
枕
」
な
ど

初
期
作
品
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
前
派
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
江
藤
淳

こ
こ
で
は
、
画
工
に
、
自
分
と
ス
タ
ー
ン
と
の
違
い
は
背
後
に
神
が
い
る
か
否

か
だ
と
い
わ
せ
て
い
る
。
す
で
に
漱
石
は
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
以
前
の
段
階
で
、

42

雑
誌
r
江
湖
文
学
二
一
八
九
七
年
三
月
）
に
評
論
「
ト
リ
ス
士
フ
ム

シ
ャ
ン

デ
ー
」
を
発
表
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
r
猫
」
の
第
一
部
は
、
も
と
も
と
一
回
読
み
切
り
の
は
ず で

一

r
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

ヤ
ア
ー
サ
ー
王
侍
説
J
二
九
七
五
年
）
に
よ
っ
て
、
次
い
で
そ
れ
を
継
承
・
修

正
す
る
か
た
ち
で
大
岡
昇
平
r
小
説
家
夏
目
漱
石
」
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
討
が

お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

（
望
　
作
品
の
解
説
た
る
「
余
が
軍
枕
ヒ
は
、
買
葦
世
界
』
に
一
九
〇
六
年
一

－
月
「
談
話
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
「
草
枕
」
（
覇
小
説
』
誌
）
発
表
の
わ
ず

か
二
カ
月
後
で
あ
る
。
ま
た
一
九
〇
七
年
一
月
に
は
、
諾
売
新
開
L
に
「
写
生

文
」
と
題
す
る
記
事
を
載
せ
、
「
普
通
の
小
説
家
」
と
は
区
別
さ
れ
る
写
生
文
家

の
態
度
を
「
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
」
〔
－
P
笠
と
規
定
し
、
そ
の
出
自

を
俳
句
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
ま
た
、
西
洋
文
学
で
こ
れ
に
近
い
態

度
の
も
の
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
や
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
作
品
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
す
で
に
明
治
三
九
二
九
〇
六
）
年
九
月
三
〇
日
二

〇
月
一
日
付
の
森
田
草
平
宛
の
私
信
で
森
田
の
「
草
枕
」
評
に
答
え
て
い
る

〔
N
N
I
試
？
∽
雷
〕
。

（
1
3
）
　
漱
石
は
小
説
の
「
筋
」
を
読
む
こ
と
も
ま
っ
た
く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
〔
山
．
－
昌
を
参
照
。

（
1
4
）
　
も
と
も
と
伝
統
的
な
「
俳
譜
の
発
句
」
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

漢
語
・
俗
語
の
使
用
に
よ
る
「
軽
み
」
、
共
同
体
感
覚
と
し
て
の
「
季
語
」
、
そ

し
て
座
の
人
々
に
よ
る
「
作
者
以
上
の
解
釈
の
余
地
」
す
な
わ
ち
作
品
世
界
の

「
自
由
な
連
鎖
的
創
造
」
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
見
解
に
つ
い
て
は
、
小
西
甚

一
つ
俳
句
の
世
界
」
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
年
に
示
唆
を
受
け
た
。

（
1
5
）
　
軍
枕
』
本
文
〔
誓
登
に
は
ス
タ
ー
ン
の
こ
の
小
説
へ
の
言
及
が
あ
る
。

m
…
…
＝
精
摘
…
饉
…
宣
銅
担
．
銅
鐸
絹
…

ら
漱
石
テ
キ
ス
ト
を
鋭
く
検
討
し
て
い
る
山
下
浩
へ
の
イ
ン
て
ユ
ー
「
涙
石

全
集
」
を
め
ぐ
っ
て
〓
小
森
陽
「
石
原
千
秋
編
r
漱
石
研
究
し
第
三
号
、
翰

林
書
房
、
一
九
九
四
、
一
八
七
頁
）
、
漱
石
自
身
に
よ
る
談
話
「
時
機
が
来
て
ゐ

た
ん
だ
ー
処
女
作
追
懐
談
」
（
r
文
章
世
界
」
、
一
九
〇
八
年
九
月
）
〔
N
霊
昌
、

二
二
こ

ぉ
よ
び
虚
子
の
回
想
録
r
俳
句
の
五
十
年
二
九
四
二
年
）
所
収
「
我
輩
は
猫

で
あ
る
」
（
r
定
本
高
濱
虚
子
全
集
』
第
一
三
巻
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
・

八
七
－
八
九
真
）
を
参
照
。

こ
う
し
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
内
の
文
芸
創
作
へ
の
態
度
を
、
俳
譜
の
「
軽
み
」
・

「
付
句
」
精
神
の
反
映
と
し
て
見
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
屈
』
上

篇
「
自
序
」
に
は
、
こ
の
小
説
が
「
纏
っ
た
話
の
筋
を
読
ま
せ
る
普
通
の
小
説

で
は
な
い
か
ら
、
ど
こ
で
切
っ
て
一
冊
と
し
て
も
興
味
の
上
に
於
て
左
し
た
る

影
響
の
あ
ら
う
筈
が
な
い
ニ
ー
P
寧
里
と
記
さ
れ
、
融
通
の
き
く
気
楽
な
態

度
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
中
，

下
詩
の
自
序
〔
声
∽
？
い
？
g
b
巴
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
r
指
し
第
六
部
で
、
詩
人
で
あ
る
越
智
東
風
に
、
友
人
の
「
送
籍
と
云
ふ
男
」

が
先
日
二
夜
」
と
い
う
短
編
を
書
い
た
が
「
煤
鹿
と
し
て
取
り
留
め
が
つ
か

な
い
」
と
い
わ
せ
て
い
る
〔
－
．
N
害
〕
。

（
1
8
）
　
カ
ナ
ダ
の
音
楽
家
兼
作
家
で
あ
っ
た
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
は
、
軍
枕
〓
ア

ラ
ン
・
タ
ー
ニ
ー
訳
）
を
愛
読
し
て
お
り
、
晩
年
に
は
、
実
現
を
み
な
か
っ
た

も
の
の
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
ま
で
計
画
し
て
い
た
ら
し
い
。
横
田
庄
一
郎
『
「
草
枕
」

変
奏
曲
－
漱
石
と
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
上
期
北
社
、
一
九
九
八
年
を
参
照
。

（
く
わ
じ
ま
　
ひ
で
き
・
大
阪
大
学
）



SUMMARY 

Influence of Western Aesthetics on Soseki's Kztsanzakura 

Hideki KUWA JIMA 

This paper will show that Sbseki's Kusamakura can be situated in a branch of western 
aesthetical theory, concerned with explicating the difference between poetry and painting. 

While Sbseki was greatly involved with western aesthetics, in particular 18th-century literary 
theory, his enthusiasm for it was, however, originally based on an interest in Chinese and 

Japanese arts and literature, especially Haiku, the Japanese traditional 47-syllable poem. 
Sbseki's novels could, therefore, be defined as a kind of adaptation from western modern novels. 

In the Meiji period, SBseki became one of the first official students to study abroad and went 
to London, where he studied 18th-century English literary works and tried to arrive at the gen- 
eral definition of 'literature' in comparison with those of East Asia. He also experienced a t  first 
hand the glory and gloom of the first industrialized country in the world. 

After coming back to Japan he was to become a real modem novelist, in contrast to the natu- 

ralistic novelists dominant in Japan a t  that time. Sbseki tried to exclude a consistency of plot or 
story from his literary world. He often stressed the importance of the spirit of 'Sketch' (or 'Sha- 
sei') in his works. 

This is why SGseki might be considered a descendant of the western theory developed in Engl- 
ish modern novels, such as Sterne's Tristram Shandy. As a result, Sbseki stands prominently in 
the world of arts and literature current a t  the turn of the 19th century to  the 20th. His 
Kusamakura is a symbolic work which illustrates this - .  notion . .  observed above. . 




