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翻訳の誤謬

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
で
わ
が
国
に
い
ち
ば
ん
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
寓
話
作
者
ア
イ
ソ
ポ
ス
（
前
六
二
〇
ご
ろ
〜
五
六
〇
ご
ろ
、
ト
ラ
キ
ア
ま
た
は

小
ア
ジ
ア
生
ま
れ
）
が
、
口
語
で
語
っ
た
も
の
を
編
ん
だ
『
伊い

曾そ
っ

保ぷ

物
語
』
で
あ
る（

1
）。

こ
れ
は
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
キ
リ
シ
タ
ン
の
僧
に
よ
っ
て
、
天
草
の
耶や

蘇そ

会
学

林
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
。
題
し
て
「
エ
ソ
ポ
の
フ
ァ
ブ
ラ
ス
（
喩

た
と
へ

言ご
と

）」
と
い
う
。

訳
者
は
「
平
家
物
語
」
の
口
訳
者
で
あ
る
伊イ

留ル

満マ
ン

ハ
ビ
ア
ン
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る（

2
）。

ラ
テ
ン
語
か
ら
平
易
な
俗
文
体
で
訳
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
同
種
本
お
よ
び

翻
案
戯
曲
の
た
ぐ
い
が
、
諸
所
に
お
い
て
た
く
さ
ん
刊
行
さ
れ
た（

3
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
イ
ソ
ッ
プ
物
語
こ
そ
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
学
の
書
を
除
く
と
、
西
洋
文
学
翻
訳

の
嚆
矢
を
な
し
て
い
る
。

日
本
は
世
界
有
数
の
翻
訳
工
場
で
も
あ
る
。
い
ま
そ
の
ス
ピ
ー
ド
は
鈍
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
書
店
に
行
く
と
、
相
変
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
訳
書
が
目
白
押
し
に
な

ら
ん
で
い
る
。
文
学
書
だ
け
に
限
っ
て
も
、
明
治
初
年
か
ら
昭
和
三
十
年
代
半
ば
ま
で
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
訳
書
（
重
版
を
い
れ
て
も
）
の
数
は
、
三
万
数
千
点
に
の
ぼ
る

と
い
う（

4
）。

平
成
の
こ
ん
に
ち
、
そ
の
数
は
は
る
か
に
こ
れ
を
凌
駕
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

“
翻
訳
”
と
は
何
の
こ
と
か
。
そ
の
定
義
と
は
何
か
。
い
ま
い
く
つ
か
の
国
語
辞
典
や
漢
和
辞
典
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

―
あ
る
言
語
で
表
現
さ
れ
た
文
章
の
内
容
を
他
の
言
語
に
な
お
す
こ
と
。『
広
辞
苑
』。

　

―
あ
る
国
語
で
表
さ
れ
た
文
章
の
内
容
を
他
の
言
語
に
な
お
し
て
表
す
こ
と
。『
学
研
国
語
大
辞
典
』。

　

―
あ
る
国
の
言
語
・
文
章
を
同
じ
意
味
の
他
国
の
言
語
・
文
章
に
う
つ
す
こ
と
。
小
学
館
『
国
語
大
辞
典
』。

宮

永

　

孝

翻
訳
の
誤
謬

―
花
袋
、
敏
、
鷗
外
の
ば
あ
い
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―
あ
る
国
語
を
他
の
国
語
に
移
し
替
え
る
。
角
川
『
大
字
源
』。

な
お
、
漢
語
（
中
国
語
）
に
も
“
翻
訳
”
の
語
が
み
ら
れ
、『
隋
書
經け

い

籍せ
き

志
』（
巻

ま
き
の

四よ
ん

佛
經
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

至
桓
帝
時
、
有
安
息
國
沙
門
安
靜
、
齎
經
至
洛
飜4

譯4

、
最
爲
通
解（

5
）。

　

（
後
漢
の
桓か

ん

帝て
い

の
と
き
に
至
っ
て
、
安あ

ん

息そ
く

國こ
く

に
沙し

ゃ

門も
ん

（
修
業
僧
）
安あ

ん

静せ
い

あ
り
、
經

き
ょ
う

（
経
文
）
を
も
た
ら
し
洛ら

く
よ
う陽

（
中
国
の
旧
都
）
に
い
た
り
、
翻
訳
し
、
も
っ
と
も
通
解
た
り

（
意
味
が
通
じ
、
り
っ
ぱ
な
解
釈
に
な
っ
た
）

要
す
る
に
、“
翻
訳
”
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
ふ
つ
う
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
語
の
移
し
替
え
で
あ
る（

6
）。

　

海
外
か
ら
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
文
献
の
翻
訳
事
業
は
、
幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
て
兵
書
が
多
く
、
明
治
初
期
に
は
欧
米
列
強
の
政
治
、
憲
法
の
書
の
訳
出
が
盛
ん
と

な
る
。
文
学
書
の
翻
訳
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
よ
そ
明
治
十
年
以
降
の
よ
う
で
あ
る（

7
）。

同
二
十
年
代
に
入
る
と
、
時
代
の
欧
化
主
義
の
影
響
も
あ
っ
て
、
訳
書

の
数
が
に
わ
か
に
殖
え（

8
）、

逐
語
訳
の
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
く
な
る（

9
）。

そ
し
て
明
治
四
十
二
、
三
年
ご
ろ
、
海
外
文
芸
の
紹
介
が
い
っ
そ
う
活
発
化
す
る
と
、
誤
訳
指
摘
と
い

っ
た
一
種
の
現
象（

10
）が

生
じ
る
の
で
あ
る
。

明
治
以
後
、
わ
が
国
に
入
っ
て
来
た
西
洋
の
学
問

―
人
文
科
学
・
自
然
科
学
に
し
て
も
、
す
べ
て
が
西
洋
文
明
か
ら
拝
借
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
と
ば
を
変
え
て
い
え

ば
、
西
洋
学
問
の
剽

ひ
ょ
う

窃せ
つ

（
か
す
め
盗
む
）
で
あ
っ
た（

11
）。

日
本
に
在
留
す
る
外
国
商
人
や
日
本
商
人
ら
が
輸
入
し
た
文
芸
作
品
は
、
文
学
者
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
と
き
に
文
章
の
手
本
と
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
日
本
語
に
移
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
文
学
は
滋
味
に
富
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
語
学
が
発
達
し
、
外
国
文
に
強
い
人
間
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
、
著
名
な
文
学
者
や
学
者
の
訳

業
の
あ
や
ま
ち
を
指
摘
し
、
非
難
す
る
者
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
誤
訳
と
い
う
も
の
は
、
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訳
書
の
な
か
に
誤
訳
が
な
い
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
も
あ
る
。
秀
作
は
欠
点
が
多
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
明
治
・
大
正
期
を
代
表
す
る
文
芸
家

―
田
山
花
袋
、
上
田
敏
、
森
鷗
外
ら
の
誤
訳
問
題
を
取
り
あ
げ
、
か
れ
ら
に
対
す
る
非
難
が
、
は
た
し
て
当
を
え
た
も
の
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で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
期
に
お
け
る
翻
訳
論

―
翻
訳
の
心
得
や
亀き

鑑か
ん

（
て
ほ
ん
）、
翻
訳
の
あ
る
べ
き
姿
な
ど
を

識
者
の
意
見
を
紹
介
し
つ
つ
、
筆
者
の
管
見
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。

＊

明
治
の
二
十
年
（
一
八
八
七
）
以
降
、
日
本
文
壇
は
翻
訳
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
何
を
心
が
け
た
の
か
。
つ
ぎ
に
引
く
も
の
は
、
明
治
人
の
考
え
た
翻
訳
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
で
あ
る
。

明
治
期
の
翻
訳
王
の
異
名
を
と
っ
た
森
田
思し

軒け
ん

（
一
八
六
一
〜
九
七
）
に
よ
る
と
、
い
ま
の
翻
訳
を
み
る
と
、
巧こ

う

拙せ
つ

（
じ
ょ
う
ず
・
へ
た
）
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
、
と
い
う
。

訳
者
の
多
く
は
、
確
定
せ
る
原
則
を
も
た
ず
、
暇
な
と
き
漫
然
と
横
文
字
を
縦
文
字
に
更
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
（
森
田
文
蔵
「
翻
訳
の
心
得
」『
国
民
之
友
』

第
十
号
所
収
、
明
治
20
・
10
）。

森
田
思
軒
と
い
え
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
（
一
八
〇
二
〜
八
五
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
）
の
紹
介
や
翻
訳
で
有
名
に
な
り
、「
探
偵
ユ
ー
ベ
ル
」
は
二
葉
亭
四
迷

（
一
八
六
四
〜
一
九
〇
九
）
の
嗜
好
書
目
の
な
か
に
加
え
ら
れ
た
。「
ユ
ー
ゴ
ー
の
名な

遽に
わ
かに

文
壇
を
聳

し
ょ
う

動ど
う

せ
り
」
と
い
う
（『
女
学
雑
誌
』
第
四
三
四
号
所
収
、
明
治
30
・
1
）。

わ
れ
わ
れ
は
一
日
も
早
く
、
世
の
技
倆
に
す
ぐ
れ
た
文
学
者
が
、
未
開
の
文
学
界
を
ひ
ら
く
手
段
と
し
て
盛
ん
に
翻

訳
に
従
事
す
る
こ
と
を
願
う
、
と
い
い
、
い
ま
美
文
を
翻
訳
し
て
、
あ
た
か
も
原
作
者
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
訳
者
を

あ
げ
る
と
三
人
お
り
、
そ
れ
を
如に

ょ

来ら
い

（
仏
の
尊
称
）
と
名
づ
け
る
べ
き
と
い
う
。
英
文
畑
の
如
来
は
、
森
田
思
軒
、
ド

イ
ツ
語
畑
の
如
来
は
森
鷗
外
、
ロ
シ
ア
語
畑
の
如
来
は
長
谷
川
四
迷
で
あ
る
（「
外
国
美
文
学
の
輸
入
」『
早
稲
田
文

学
』
第
三
号
所
収
、
明
治
24
・
11
）。

ジ
ョ
ン
・
ド
ラ
イ
デ
ン
（
一
六
三
一
〜
一
七
〇
〇
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
、
批
評
家
、
劇
作
家
）
の
翻
訳
論
の
大
意
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
外
国
文
を
翻
訳
せ
ん
と
す
る
者
は
、
ま
ず
国
語
に
精
通
し
た
批
評
家
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
。
ま
た
原
作
者
の
国
語
を
会
得
し
、
か
つ
自
国
の
語
を
自
由
に
あ
や
つ
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外

国
の
詩
歌
を
翻
訳
す
る
者
は
、
ま
ず
じ
ぶ
ん
が
詩
人
た
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
い
う
（「
翻
訳
す
べ
き
外
国
文
学
」『
早
稲

田
文
学
』
第
四
号
所
収
、
明
治
24
・
11
）。

森田思軒
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翻
訳
の
要
旨
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
自
国
に
な
い
、
す
ぐ
れ
た
お
も
し
ろ
味
を
国
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
な
る
べ
く
有
名
な
傑
作
や
雄
編
（
す
ぐ
れ
た
作
品
）
を
訳
す
る

こ
と
で
あ
る
（「
翻
訳
」『
太
陽
』
第
七
号
所
収
、
明
治
27
・
12
）。

わ
が
国
の
文
壇
を
み
る
と
、
創
作
面
に
お
い
て
長
足
の
進
歩
を
み
る
こ
と
な
く
、
翻
訳
も
ま
た
ひ
じ
ょ
う
に
幼
稚
で
あ
る
。
西
洋
の
諸
大
家
の
傑
作
、
い
ま
だ
わ
が
国
に
紹
介
さ

れ
て
い
な
い
。
訳
述
（
翻
訳
）
な
る
も
の
は
、
七
分
の
訳
に
、
三
分
の
創
作
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
真し

ん

正せ
い

（
本
物
で
正
し
い
）
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
海
外
の
傑
作
が
ひ
ろ
く
一
般

に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
（「
翻
訳
の
真
相
」『
帝
国
文
学
』
所
収
、
明
治
28
・
8
）。

日
本
人
の
思
想
は
、
ま
だ
は
る
か
に
十
九
世
紀
思
潮
の
水
平
線
に
達
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
外
国
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
思
想
を
高
め
る
手
段
と
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
が
、
わ
が
国
の
翻
訳
者
の
中
に
は
、
翻
訳
者
た
る
こ
と
を
忌
避
す
る
傾
向
が
生
じ
て
き
た
。
学
者
の
多
く
は
、
翻
訳
や
翻
案
を
も
っ
て
自
説
と
す
る
こ
と
の
陋ろ

う

態た
い

（
み

ぐ
る
し
い
さ
ま
）
を
忍
ん
で
い
る
く
せ
に
、
忠
実
な
る
翻
訳
者
と
し
て
そ
の
名
を
公
に
す
る
こ
と
を
は
ば
か
っ
て
い
る
（「
翻
訳
時
代
」『
太
陽
』
第
二
巻
第
八
号
所
収
、
明
治
29
・

4
）。わ

が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
、
原
著
者
と
訳
者
と
の
関
係
は
ひ
じ
ょ
う
に
奇
妙
で
あ
る
。
正
直
な
訳
者
は
、
原
著
者
と
同
席
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
。
し
か
し
、
多
く
の
翻
訳
者

は
そ
の
姓
名
が
二
号
活
字
で
あ
れ
ば
、
原
著
者
は
四
号
な
い
し
は
六
号
で
あ
る
。
は
な
は
だ
し
い
例
は
、
原
著
者
の
名
を
す
っ
か
り
省
き
、
翻
訳
者
の
名
だ
け
を
か
か
げ
て
い
る
。

そ
し
て
序
言
の
中
で
、
人
に
目
立
た
ぬ
よ
う
に
「
…
…
氏
の
原
著
に
よ
る
」
と
記
し
て
い
る
（「
翻
訳
者
と
原
著
者
」『
太
陽
』
第
二
巻
第
九
号
所
収
、
明
治
29
・
5
）。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
創
作
の
才
能
に
乏
し
い
も
の
は
、
往
々
に
し
て
翻
訳
に
走
る
の
が
常
で
あ
る
。
一
国
の
文
学
は
つ
ね
に
他
国
の
文
学
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
思
想
を

注
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば
進
歩
は
望
め
な
い
。
翻
訳
は
こ
の
点
に
お
い
て
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
他
国
の
傑
作
を
わ
が
国
語
に
移
し
て
、
読
者
の
嗜
好
を
高
め
る
こ
と
は
い
ま

の
文
壇
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
（「
翻
訳
の
気
運
」『
少
年
文
集
』
第
二
巻
第
六
号
所
収
、
明
治
29
・
6
）。

わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
翻
訳
を
奨
励
す
る
が
、
い
か
な
る
人
に
む
か
っ
て
、
い
か
な
る
書
を
訳
し
て
く
れ
と
は
い
わ
な
い
。
翻
訳
と
は
み
だ
り
に
字
引
に
あ
る
訳
語
を
採
っ
て
、
原

語
に
代
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
母
国
の
思
想
に
よ
っ
て
、
渾
然
同
化
し
、
さ
ら
に
母
国
語
に
よ
っ
て
再
製
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
訳
者
は
彼ひ

我が

の
言
語
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
操
縦
し
、
味
解
す
る
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
西
洋
美
文
の
翻
訳
者
に
告
ぐ
」『
太
陽
』
第
二
巻
第
一
五
号
所
収
、
明
治
29
・
7
）。

い
ま
や
翻
訳
推
奨
の
声
は
、
ほ
と
ん
ど
社
会
の
世
論
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
の
保
護
の
も
と
に
洋
書
の
翻
訳
を
奨
励
し
、
も
し
国
家
に
と
っ
て
有
用
な
書
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
官

費
を
も
っ
て
翻
訳
す
る
の
も
よ
い
（「
再
び
外
邦
書
典
の
翻
訳
に
就
て
」）。

外
国
文
学
の
翻
訳
は
、
国
文
学
を
盛
ん
に
す
る
第
一
策
で
あ
る
。
も
し
将
来
に
お
い
て
、
国
文
学
が
盛
ん
に
な
る
時
期
が
き
た
ら
、
そ
れ
は
翻
訳
界
が
繁
盛
し
た
あ
と
で
な
く
て
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は
な
ら
ぬ
（「
翻
訳
物
の
読
者
」『
帝
国
文
学
』
所
収
、
明
治
30
・
4
）。

翻
訳
だ
け
で
食
べ
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
粗
雑
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
粗そ

笨ほ
ん

（
あ
ら
っ
ぽ
く
、
雑
）
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
本
業
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
活
の
余
裕
の
な

い
文
士
は
、
覚
悟
を
も
っ
て
翻
訳
に
従
事
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（「
翻
訳
壇
」）。

原
文
に
忠
実
な
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
依
然
と
し
て
直
訳
の
き
ら
い
が
あ
る
の
は
訳
者
の
た
め
に
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
直
訳
の
語
気
を
や
わ
ら
げ
て
、
一
般
読
者
に
と
っ
て
わ

か
り
や
す
い
文
体
に
す
べ
き
で
あ
る
（「
純
文
学
以
外
の
翻
訳
壇
」『
早
稲
田
文
学
』
第
七
年
第
十
号
所
収
、
明
治
31
・
7
）。

訳
書
を
よ
む
人
の
多
く
は
、
原
文
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
人
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
翻
訳
を
媒
体
と
し
て
、
原
文
の
お
も
ざ
し
を
見
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
訳
文
た
る
や

欠
点
だ
ら
け
で
あ
る
（『
文
庫
』
第
二
五
巻
第
一
号
所
収
、
明
治
37
・
1
）。

欧
文
を
翻
訳
す
る
と
き
に
い
ち
ば
ん
困
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
有
の
術
語
を
日
本
語
に
訳
す
と
き
で
あ
っ
た
。
政
治
、
法
律
、
理
科
、
哲
学
、
文
芸
な
ど
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
術
語
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
新
奇
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
精
確
に
表
現
す
る
こ
と
ば
に
乏
し
か
っ
た
た
め
に
、
は
じ
め
翻
訳
に
従
事
し
た
学
者
ら
の
苦
心
は
想
像
を

絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
訳
語
の
多
く
は
、
後
年
各
学
者
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
修
正
さ
れ
、
ま
た
創
作
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
先
輩
諸
氏
は
、
明
治
の
文
章

に
果
た
し
た
功
績
は
大
き
く
、
わ
れ
わ
れ
は
深
く
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
春

し
ゅ
ん

汀て
い

散
史＊

「
明
治
の
翻
訳
家
（
月
日
）」『
文
章
世
界
』
二
巻
一
号
所
収
、
明
治
40
・
1
）。

＊
鳥と

谷や

部べ

春
汀
（
本
名
・
銑
太
郎
、
一
八
六
五
〜
一
九
〇
八
、
明
治
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
の
こ
と
。
東
京
専
門
学
校
卒
後
、『
毎
日
新
聞
』『
太
陽
』
な
ど
で
評
論
活
動
を
つ

づ
け
た
。

原
作
の
い
ろ
い
ろ
の
方
面
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
て
、
文
章
以
外
の
調
子
や
情
味
を
伝
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
、
筆
の
運
び
が
ひ
ど
く
お
そ
い
。
も
と
も
と
日
本
語
の
知

識
に
乏
し
い
の
で
、
原
文
が
い
く
ら
よ
く
わ
か
っ
て
も
、
適
当
な
邦
語
を
考
え
だ
す
の
に
手
間
が
か
か
る
。
わ
ず
か
一
語
一
句
訳
す
る
の
に
手
間
が
か
か
る
。
わ
ず
か
一
語
一
句
訳

す
の
に
一
日
か
二
日
を
費
す
場
合
も
珍
し
く
な
い
（
昇
曙
夢
「
研
究
と
翻
訳
と
の
十
ケ
年

―
翻
訳
上
の
態
度
及

お
よ
び

苦
心
」『
文
章
世
界
』
第
七
巻
第
二
号
所
収
、
明
治
45
・
2
）。

つ
ね
に
「
新し

ん

」
に
む
か
っ
て
心
が
け
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
翻
訳
を
す
る
に
当
っ
て
、
つ
と
め
て
原
文
の
表
現
の
形
式
に
重
き
を
置
い
て
、
な
る
べ
く
原
文
の
味
を
出
す
こ
と
に

つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（「
翻
訳
の
利
益
」『
文
章
世
界
』
七
巻
三
号
所
収
、
明
治
45
・
2
）。

＊

田
山
花か

袋た
い

自
然
主
義
と
は
、
人
間
の
生
態
と
か
社
会
生
活
を
直
視
し
、
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
す
る
こ
と
を
い
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
（
一
八
四
〇
〜
一
九
〇
二
）
が
小

説
の
領
域
に
も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
風
潮
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
、
ド
ー
デ
ら
に
う
け
つ
が
れ
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
明
治
の
自
然
主
義
勃
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興
の
時
期
に
最
も
強
力
な
感
化
力
を
も
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
作
家
は
、
ギ
ィ
・
ド
・
モ

ー
パ
ッ
サ
ン
（
一
八
五
〇
〜
九
三
）
で
あ
っ
た
。

田
山
花
袋
（
一
八
七
一
〜
一
九
三
〇
、
明
治
・
大
正
期
の
小
説
家
）
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
を
発
見
す
る
や
そ
の
著
作
を
英
訳
で
よ
む
こ
と
に
没
頭
し
、
そ
こ
か
ら
著
し
い
感
化
を

う
け
、
創
作
に
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
澎ほ

う

湃は
い

と
し
た
思

潮
（
思
想
の
な
が
れ
）
は
、
日
本
橋
丸
善
の
二
階
を
通
し
て
、
極
東
の
一
孤
島
（
日
本
）

に
も
た
え
ず
微か

す

か
に
波
打
ち
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
花
袋
「
丸
善
の
二
階
」『
東
京
の

三
十
年
』
所
収
）。

丸
善
は
新
渡
の
西
洋
文
学
を
ち
ま
た
に
広
め
る
媒
介
と
し
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。

明
治
二
十
年
代
後
半
、
英
語
で
各
国
文
学
を
よ
も
う
と
し
て
も
、
ま
だ
英
訳
本
が
ひ
じ
ょ
う
に
少
な
く
、
外
国
文
学
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
本
が
な
い
の
で
ひ
じ
ょ

う
に
困
っ
た
と
い
う
（
田
山
花
袋
「
私
と
外
国
文
学
」）。

花
袋
が
は
じ
め
て
英
訳
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
短
篇
集
を
み
つ
け
た
の
は
、
国
木
田
独
歩
（
一
八
七
一
〜
一
九
〇
八
）
と
日
光
の
寺
院
で
自
炊
生
活
を
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。

町
の
古
本
屋
で
西
洋
人
が
売
り
と
ば
し
て
行
っ
た
小
説
の
な
か
に
、
そ
れ
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
の
本
に
よ
っ
て
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
一
端
を
知
り
、
そ
の
後

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
い
ろ
い
ろ
な
英
訳
本
を
捜
す
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
等
フ
ラ
ン
ス
自
然
派
の
小
説
を
一
冊
一
冊
と
手
に
入
れ
る
た
び
に
、
知
人
の
間
に
吹
聴
し
て
、
互
ひ
に
回
覧
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
が
早
稲
田
を
卒
業
し
た
時
、
或あ

る

用
事
で
、

柳
田
国
男
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
二
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
民
族
学
者

―
引
用
者
）
を
訪
ね
る
と
、
氏
は
、「
君
は
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
を
知
っ
て
ゐ
る
か
」
と
訊
い
て
、

花
袋
蔵
書
の
「
ベ
ラ
ミ
ー
」
を
、
私
に
貸
し
て
く
れ
た
（
正
宗
白
鳥
「
日
本
文
学
に
及
ぼ
し
た
る
西
洋
文
学
の
影
響
」『
岩
波
講
座

　
世
界
文
学
』
所
収
、
昭
和
8
・
2
）。

花
袋
が
日
光
の
古
書
（
洋
書
）
店
で
買
っ
た
と
い
う
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
短
篇
集
と
い
う
の
は
、
同
人
の
書
『
東
京
の
三
十
年
』
に
よ
る
と
、
短
篇
集
で
は
な
く
て
長
篇
の

『
ピ
ェ
ー
ル
と
ジ
ャ
ン
』
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
花
袋
が
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
名
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
上
田
敏
が
持
っ
て
い
た 

“The O
dd N

um
ber

” 

と
い
う
短

明治37年４月、宇品港出発のときの田山花袋。
『早稲田文学』（明治41・1）より。
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篇
集
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
柳
田
国
男
は
上
田
か
ら
同
書
を
借
り
、
こ
ん
ど
は
花
袋
が
柳
田
か
ら
そ
れ
を
借
り
受
け
た
の
で
あ
る
。
柳
田
国
男
が
ま
た
貸
し
し
た
「
オ
ッ

ド
・
ナ
ン
バ
ー
」
の
英
訳
本
に
よ
っ
て
、
花
袋
は
、

―

「
小説

　
二
兵
卒
」（Little soldier

） 

…
…
…
…
『
少
年
文
集
』
明
治
31
・
4

「
コ
ル
シ
カ
島
」（H

appiness

） …
…
…
…
…
『
読
売
新
聞
』
明
治
31
・
8
・
9

「
散
歩
」（A

bandoned

） 

…
…
…
…
…
…
…
『
文
藝
倶
楽
部
』
明
治
35
・
1

　

な
ど
の
作
品
を
三
篇
、
本
邦
最
初
の
邦
訳
と
し
て
発
表
し
た
。

京
都
大
学
附
属
図
書
館
の
上
田
文
庫
に
あ
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
作
品
は
、
つ
ぎ
の
二
作
と
い
う
。

“Histoire d

’une fille de ferm
e

”, 『
あ
る
農
家
の
女
中
の
話
』Paris, E

rnest Flam
m

arion, É
diteur, 1889 ?

“Sur l

’Eau

” 『
水
の
上
』Paris, O

llendorff, 1899注
・
伊
狩

　
章
「
田
山
花
袋
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン

―
そ
の
比
較
研
究
」『
弘
前
大
学
人
文
社
会
』
第
四
号
所
収
、
昭
和
29
・
4
。

花
袋
が
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
を
訳
す
と
き
依
拠
し
た
記
念
す
べ
き
「
オ
ッ
ド
・
ナ
ン
バ
ー
」
は
、
柳
田
国
男
に
貸
し
た
き
り
、
そ
の
ま
ま
手
元
に
戻
ら
な
か
っ
た
も
の

か
、
上
田
文
庫
に
も
な
く
、
現
在
（
昭
和
二
十
九
年
の
時
点
）
で
そ
の
存
在
す
ら
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
（
伊
狩
章
の
前
掲
論
文
、
二
〇
頁
）。

し
か
し
、
筆
者
は
こ
れ
と
同
じ
版
本
を
最
近
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、『
あ
る
農
家
の
女
中
の
話
』
と
同
一
原
本
を
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
に
お
い
て
実
見
し
た
。

上
田
敏
旧
蔵
の 

“The odd num
ber

”（
奇
数
の
意
）

―
『
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
十
三
の
物
語
』（T

hirteen T
ales by G

uy de M
aupassant,  

17.8
㎝
×
11.5
㎝
）
の
訳
者
は
、

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
タ
ー
ジ
ス
。
序
文
は
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
集
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
パ
ー
・
ア
ン
ド
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
社
か
ら

一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
に
は
、
つ
ぎ
の
十
三
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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Ⅰ． HAPPINESS …………………… 3

Ⅱ． A COWARD ……………………19

Ⅲ． THE WOLF ……………………39

Ⅳ． THE NECKLESS ………………53

Ⅴ． THE PIECE OF STRING ……73

Ⅵ． LA MÈRE SAUVAGE …………91

Ⅶ． MOON LIGHT ………………109

Ⅷ． THE CONFESSION …………123

Ⅸ． ON THE JOURNEY …………137

Ⅹ． THE BEGGAR ………………153

Ⅺ． A GHOST ……………………167

Ⅻ． LITTLE SOLDIER ……………185

XⅢ． THE WRECK …………………203

『モーパッサンの13の物語』（1889年刊）。
［筆者蔵］

「
小説

　
二
兵
卒
」
は
、
日
本
紙
十
五
枚
に
細
か
い
毛
筆
書
き
で
あ
っ
た
も
の
で
、
二
カ
月
ほ
ど
筐
底
に
秘
し
て
あ
っ
た
が
、
の
ち
『
少
年
文
集
』
に
発
表
さ
れ
た
。
翻
訳

の
草
稿
は
前
田
晃あ

き
ら（

一
八
七
九
〜
一
九
六
一
、
小
説
家
・
翻
訳
家
。
早
大
英
文
科
卒
、
の
ち
『
文
章
世
界
』
の
編
集
に
し
た
が
う
）
が
所
蔵
し
て
い
る
。
表
紙
裏
に
「
明
治

卅
一
年
二
月
五
日
稿
成
」
と
あ
る
、
と
い
う
（
前
掲
伊
狩
論
文
）。

原
作
は 

“Petit soldat

”（「
小
兵
士
」）
と
い
う
。
一
八
八
五
年
八
月
『
フ
ィ
ガ
ロ
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。
物
語
は
ブ
ル
タ
ニ
ュ
か
ら
徴
募
さ
れ
た
二
人
の
兵
士
が
、
日

曜
日
ご
と
に
パ
リ
郊
外
に
遊
び
に
出
か
け
る
。
そ
の
う
ち
に
乳
し
ぼ
り
の
娘
と
知
り
あ
い
三
角
関
係
と
な
る
。
失
恋
し
た
一
兵
士
の
ほ
う
は
、
セ
ー
ヌ
川
に
投
身
自
殺
す
る

と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
本
邦
最
初
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
翻
訳
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
れ
よ
り
花
袋
が
訳
し
た
三
つ
の
短
篇

―
「
小説

　
二
兵
卒
」「
コ
ル
シ
カ
島
」「
散
歩
」
の
訳
業
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
「
小説

　
二
兵
卒
」
の
冒
頭
の
一
筋

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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草
稿
で
は C

ク
ー
ル
ブ
ヴ
ォ
ワ

ourbevoie 

は
「
コ
ル
ヘ
ボ
イ
イ
」
と
い
う
風
に
表
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が（

12
）、『

少
年
文
集
』
に
お
い
て
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
「
シ
ン
ク
ル
ヒ
」

と
な
っ
て
い
る
。w

ith long quick steps 

は
「
早
い
駈
足
で
駈
け
通
つ
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
大
ま
た
の
急
ぎ
足
」
と
で
も
訳
す
べ
き
か
。B

ezons 

は
「
ベ
ゾ

ン
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
ブ
ゾ
ン
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
て
く
〳
〵
」
と
は
、
花
袋
の
加
筆
部
分
。「
丈
が
低ひ

く

く
つ
て
身か

ら
だ体

が
小ち

い

さ
い
」
は
、
原
文
の B

eing little 

and thin 
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
背
が
低
く
、
や
せ
て
い
た
の
で
」
の
意
で
あ
る
。
花
袋
は coats 

を
「
軍
服
」
と
訳
し
て
い
る
が
、「
外が

い

套と
う

」
と
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。「
そ
の
恰か

っ

好こ
う

は
ま
こ
と
に
変
て
こ
で
」
は
、
花
袋
の
創
作
的
加
筆
で
あ
る
。

「
一
寸
手
を
出
す
に
も
中
々
容よ

う

易い

の
事こ

と

で
は
無な

い
が
、
そ
れ
よ
り
も
猶
一い

っ

層そ
う

困こ
ま

る
の
は
」
も
創
作
文
。「
高
い
帽ぼ

う

」
と
は
、S

シ
ャ
コ
ー

hako

（
軍
帽
）
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

T
heir faces seem

ed like m
ere nothings 

を
花
袋
は
、「（
そ
の
下
か
ら
）
顕

あ
ら
わ

れ
て
居
る
顔か

ほ

と
言い

っ
た
ら
、
そ
れ
は
〳
〵
無む

意い

味み

な
も
の
で
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
箇

所
は
、
小
日
向
訳
（
花
袋
訳
の
三
年
後
、［
一
九
〇
一
・
一
一
、『
帝
国
文
学
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
）
に
よ
る
と
、「
彼
等
の
顔
面
は
、
有
る
か
な
き
か
を
疑
は
し
め
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
の
意
味
は
、「
か
れ
ら
の
顔
と
き
た
ら
、
こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
は
な
か
っ
た
」
で
あ
る
。

　

―tw
o poor, hollow

 B
reton faces, sim

ple in an alm
ost anim

al sim
plicity and  w

ith blue eyes w
hich w

ere gentle and calm

（
そ
れ
は
二
つ
の
貧
相
な
、

ほ
お
が
こ
け
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
特
有
の
顔
で
あ
り
、
お
人
よ
し
な
、
ま
る
で
動
物
の
よ
う
に
無
邪
気
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
目
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
青
い
の
だ
が
、

や
さ
し
く
、
お
だ
や
か
で
あ
っ
た
）
の
文
を
、
花
袋
は
、「
そ
こ
か
ら
は
、
只た

だ

動ど
う
ぶ
つ物

の
単
純
と
で
も
言
ふ
や
う
な
単
純
と
、
や
さ
し
い
穏お

だ

や
か
な
目
付
を
し
た
二
つ
の
ブ
リ

ト
ン
生
れ
の
顔か

ほ

が
、
う
つ
と
り
と
し
て
さ
も
憐あ

は

れ
気け

に
顕

あ
ら
は

れ
て
居
る
」
と
訳
し
て
お
り
、
だ
い
ぶ
原
文
か
ら
逸
脱
し
た
訳
文
に
な
っ
て
い
る
。

It stood them
 in place of conversation

（
そ
れ
は
会
話
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
た
）
は
、「
同
じ
や
う
な
事こ

と

を
考

か
ん
が

へ
て
」
と
意
訳
し
た
。「
そ
の
志

こ
こ
ろ
ざす

所
と
こ
ろ

は
何い

つ
く処

か
と

言
ふ
と
」
は
、
創
作
的
加
筆
。for the fact is that just inside the little w

ood near Les C
ham

pioux they had found a place w
hich rem

inded them
 of their 

ow
n country, and it w

as only there that they felt happy.

（
な
ぜ
な
ら
シ
ャ
ン
ピ
ウ
の
そ
ば
の
小
さ
い
森
の
ち
ょ
う
ど
入
口
の
あ
た
り
に
、
か
れ
ら
の
故
郷
を
思
い

出
さ
せ
る
よ
う
な
場
所
を
と
っ
く
に
見
つ
け
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
は
幸
福
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
の
部
分
は
、
花
袋
訳
だ
と
、
だ
い
ぶ
創
作

的
な
訳
文
に
変
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
は
レ
、
ジ
ヤ
ン
村
の
近き

ん
ぼ
う傍

の
小
さ
な
森も

り

の
中
で
、
そ
の
四あ

た
り辺

が
好
く
そ
の
故こ

き
や
う郷

の
景け

い

色し
よ
くに

似に

て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
、
そ

れ
を
見み

出だ

し
た
時
か
ら
、
二
人
は
い
つ
も
其そ

處こ

に
行
っ
て
、
互

た
が
ひ

に
楽た

の

し
い
話
を
為
る
や
ふ
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
二
人
が
幸か

う

福ふ
く

を
感か

ん

ず
る
の
は
、
そ
の
森
の
中
に
居
る
時

ば
か
り
で
あ
る
」
と
、
原
意
と
別
物
に
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
で
、
先
に
大だ

い

道ど
う

を
猶な

ほ

少す
こ

し
歩あ

る

い
て
行
く
と
」
は
、
創
作
的
加
筆
。C

コ

ロ

ン

ブ

olom
bes 

は
、「
コ
ロ
ン
ボ
エ
」、C

シ
ャ
ト
ウ

hatou 

は
「
レ
ル
テ
ル
ケ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

「
其
處
に
一
本
の
大た

い
じ
ゅ樹

が
凉す

ゝ

し
い
蔭か

げ

を
作つ

く

つ
て
ゐ
る
が
、
二
人
は
此こ

處ゝ
に
来く

る
と
、
い
つ
も
言い

ひ
あ
は合

せ
た
や
う
に
立
留
つ
て
」
は
、
花
袋
の
創
作
的
加
筆
。

「
小説

　
二
兵
卒
」
は
完
訳
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
巻
末
の
一
節
を
引
い
て
吟
味
し
て
み
よ
う
。
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［
花
袋
訳
］

Luc 

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
音
で
は
、「
リ
ュ
ッ
ク
」
と
表
記
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。「
は
っ
と
し
て
、
我わ

れ

を
忘わ

す

れ
て
、
じ
つ
と
見
て
ゐ
る
と
」
は
、
創
作
的
加
筆
。T

he 

barge-m
en w

ho ran up did not find

（
駆
け
つ
け
た
船
頭
ら
は
）
は
、
花
袋
訳
だ
と
「
探さ

が

し
に
出
た
船
頭
」
と
な
っ
て
い
る
。

he told of the accident, w
ith tears in his eyes and voice, blow

ing his nose again and again

（
目
に
涙
を
た
め
、
涙
声
で
こ
の
事
件
に
つ
い
て
語
っ
た
。
そ
し

て
し
き
り
鼻
を
か
ん
だ
）
は
、「
か
れ
は
そ
の
珍ち

ん

事じ

を
人ひ

と

々〳
〵

に
話は

な

し
た
が
、
泣な

か
ず
に
そ
れ
を
話は

な

す
事こ

と

が
出
来
な
か
っ
た
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。「
か
れ
は
涙

な
み
だ

と
鼻は

な

と
を

す
ゝ
り
な
が
ら
」
の
個
所
も
意
訳
で
あ
る
。

H
e leaned over 

… he 

… he leaned over 

… so far 

… so far that his head turned som
ersault; and  

… and 

… so he fell 

… he fell 

… 

（
や
つ
は
身
を
の
り

だ
し
…
や
つ
は
…
身
を
の
り
だ
し
…
の
り
だ
し
す
ぎ
て
…
頭
か
ら
と
ん
ぼ
が
え
り
を
し
て
…
で
…
で
…
ド
ボ
ン
と
落
ち
て
し
ま
っ
た
…
）
の
箇
所
は
、
花
袋
訳
に
よ
る
と
、
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「
か
う
凭よ

り
掛か

ゝ

つ
て
…
か
う
い
ふ
風ふ

う

に
し
て
…
そ
れ
で
も
止や

め
ず
に
（
創
作
的
加
筆
）、
ま
だ
〳
〵
頭か

し
らを

先さ
き

に
深ふ

か

く
〳
〵
凭よ

り
か
ゝ
つ
て
行
つ
て
…
…
そ
し
て
不
意
に
筋と

ん

斗ぼ

か

へ
り
を
打
つ
て
…
…
落
ち
て
了し

ま

つ
た
ん
だ
…
…
落
ち
て
了
つ
た
ん
だ
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
訳
は
必
ず
し
も
悪
く
は
な
い
。

H
e w

as strangled by em
otion, he could say no m

ore. If he had only know
n! 

は
、「
か
れ
は
感
き
わ
ま
っ
て
、
も
う
そ
れ
以
上
口
が
き
け
な
か
っ
た
。
も
し
か

れ
が
真
相
を
知
っ
た
な
ら
ば
…
…
！
」
と
い
っ
た
意
で
あ
る
。
が
、
花
袋
はH

e w
as strangled by em

otion

の
箇
所
を
訳
さ
な
か
っ
た
。

＊

花
袋
は
、「
オ
ッ
ド
・
ナ
ン
バ
ー
」
の
中
か
ら
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
を
も
う
一
つ
訳
し
た
。「
コ
ル
シ
カ
島た

う

」
で
あ
る
。
原
作
は 

“Le B
onheur

”（「
幸
福
」）
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
一
八
八
四
年
三
月
に
『
ゴ
ロ
ワ
』
紙
に
発
表
さ
れ
た
。
英
訳
の
表
題
は
、
“Happiness

” 

と
な
っ
て
い
る
。
将
軍
の
令
嬢
が
下
士
官
と
恋
に
陥
り
、
許
さ
れ
ぬ

た
め
に
コ
ル
シ
カ
島
に
駈
け
落
ち
し
、
そ
こ
で
仲
よ
く
し
あ
わ
せ
な
生
涯
を
送
っ
た
と
い
う
話
。

「
コ
ル
シ
カ
島た

う

」
の
原
文
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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「
火ひ

と
も
し
前ま

へ

」
は
、
家
庭
に
お
け
る
ラ
ン
プ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
街
灯
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。「
晩ゆ

う

餐げ

果
て
て
後の

ち

」
は
、
創
作
的
加
筆
で
あ
り
、
原
文
に
該
当
す
る

も
の
は
な
い
。
こ
の
句
に
つ
づ
く
訳
文
は
、
必
ず
し
も
悪
く
は
な
い
が
、
花
袋
は
原
文
を
句
切
る
こ
と
な
く
臭
の
な
が
い
文
に
し
て
訳
し
て
い
る
。T

he villa 

com
m

anded the sea 

は
、「
別
荘
か
ら
海
が
み
え
た
」
と
で
も
訳
せ
る
が
、
花
袋
は
「
旅
館
は
恰

あ
た
か

も
大
海
に
臨
み
て
」
と
訳
し
て
い
る
。
か
れ
ま
たV

illa

を
“
旅
館
”（
や

ど
や
）
と
訳
し
て
い
る
が
、
や
は
り
「
別
荘
」
の
語
を
当
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
副
詞
の
「
恰

あ
た
か

も
」
は
不
要
で
あ
る
。
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W
e talked of love 

は
「
わ
れ
等
は
互
に
恋
を
語
り
」
で
は
な
く
、「
恋
に
つ
い
て
語
っ
た
」
と
訳
す
べ
き
所
で
あ
ろ
う
。W

e discussed that old subject 

は
、
花
袋

訳
で
は
「
そ
の
旧ふ

る

き
問
題
を
論
じ
」
と
な
っ
て
い
る
。old

は
「
昔
な
が
ら
」
も
し
く
は
「
昔
か
ら
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。

“Yes
”, m

aintain som
e 

の
箇
所
は
、「『
然
り
』
と
一
人
は
い
ふ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。Som

e 

は
「
一
人
」
で
な
く
、「
…
…
す
る
人
も
い
る

4

4

4

4

」
の
意
で
あ
る
。som

e 

は
こ
こ
で
は
、
つ
ぎ
の
行
のothers

と
対
照
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
“No

”, affirm
ed others

（「
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
」
と
、
き
っ
ぱ
り
い
う
者
も
い
る
）
は
、「『
否い

な

』

と
他
の
一
人

4

4

4

4

は
、
断
定
し
た
る
や
う
に
い
ふ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

W
e distinguished cases, w

e established lim
itations, w

e cited exam
ples; and all, m

en and w
om

en, filled w
ith rising and troubling m

em
ories, w

hich 

they could not quote, and w
hich m

ounted to their lips, seem
ed m

oved, and talked of that com
m

on, that sovereign thing, the tender and m
ysterious 

union of tw
o beings, w

ith a profound em
otion and an ardent interest. 

こ
の
英
文
は
、「
わ
た
し
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
場
合
を
区
別
し
、
い
ろ
い
ろ
な
限
界
を
き
め
、

ま
た
い
ろ
い
ろ
な
例
を
引
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
場
に
い
る
者
は
皆

―
男
も
女
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
ま
し
い
想
い
出
が
よ
み
が
え
り
、
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
せ
ず
に
い

た
。
だ
れ
も
が
感
動
し
た
よ
う
で
あ
り
、
男
女
を
結
び
つ
け
て
い
る
あ
り
ふ
れ
た
、
最
高
の
恋
、
や
さ
し
く
て
、
神
秘
的
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
語
り
、
深
い
感
動
と
熱
い

興
味
を
し
め
し
た
。」
と
で
も
訳
せ
る
。

and all, 

を
花
袋
は
、「
満
座
の
人
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
う
ま
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、「
男
も
女
も
皆
互
に
経
験
し
た
る
適
例
を
思
出
し
て
、
…
…
そ
を
敢
て

…
…
に
」
ま
で
は
意
訳
さ
れ
て
い
る
。union of tw

o beings 
は
、「
両
性
の
一
致
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
す
っ
き
り
し
な
い
訳
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
巻
末
の
一
節
を
ひ
く
。
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［
花
袋
訳
］

「
不
意
に
」
は
、
こ
と
ば
の
あ
や
と
し
て
添
え
た
も
の
か
。A

ll the sam
e, she  had ideals w

hich w
ere too easily satisfied, needs w

hich w
ere too prim

itive, 

requirem
ents w

hich w
ere too sim

ple. She could only have been a fool. 

は
、「
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
女
の
理
想
は
け
っ
し
て
高
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
要

求
も
単
純
す
ぎ
ま
す
わ
。
そ
れ
で
は
ば
か
な
女
だ
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
で
も
訳
せ
そ
う
だ
が
、
こ
の
部
分
の
花
袋
訳
は
自
由
訳
に
ち
か
い
。

W
hat m

atter! She w
as happy 

（
ば
か
呼
ば
わ
り
さ
れ
て
も
平
気
で
す
。
彼
女
は
し
あ
わ
せ
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
）
は
、
花
袋
訳
だ
と
、「
さ
れ
ど
そ
は
何
ぞ
関
す
べ
き
。

少
な
く
と
も
か
の
女ぢ

を

は
幸
福
な
り
し
も
の
を
」
と
訳
さ
れ
て
い
て
、
い
さ
さ
か
意
味
が
よ
く
通
ら
な
い
。those tw

o hum
ble lovers w

ho w
ere sheltered by her 

coasts 

（
こ
の
島
に
か
く
ま
わ
れ
た
二
人
の
つ
つ
ま
し
や
か
な
恋
人
）
は
、「
こ
の
海
岸
に
隠
れ
た
る
二
人
の
恋
人
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
さ
い
ご
の
一
筋
は
、
頭
か
ら
訳
さ
ず
、
う
し
ろ
か
ら
ひ
っ
く
り
返
っ
て
訳
し
て
い
る
。
苦
し
い
訳
法
で
あ
る
。

花
袋
が
訳
し
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
物
の
さ
い
ご
は
、「
散
歩
」（A

bandoned 

「
捨
て
た
子
」）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
一
八
八
四
年
八
月
『
フ
ィ
ガ
ロ
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。

物
語
は
不
義
の
子
を
も
つ
老
婦
人
が
、
約
四
十
年
ぶ
り
に
老
友
と
と
も
に
里
子
に
出
し
た
息
子
に
会
い
に
行
く
が
、
マ
ル
セ
ー
ユ
に
い
る
そ
の
者
が
が
さ
つ
な
牛
乳
屋
に
な
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っ
て
い
る
の
を
知
り
、
あ
い
そ
が
つ
き
逃
げ
帰
っ
て
く
る
話
。

花
袋
が
「
散
歩
」
を
訳
す
と
き
利
用
し
た
の
は
、
五
十
銭
本（

13
）の A

fter-dinner Series 

（「
食
後
シ
リ
ー
ズ
」）
と
い
う
ひ
じ
ょ
う
に
粗
末
な
版
本
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
っ

た
。
か
れ
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
本
を
丸
善
の
二
階
に
備
え
て
あ
る
書
目
（
カ
タ
ロ
グ
）
の
な
か
で
見
つ
け
、
歓
喜
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
直
ち
に
注
文
し
た
。

あ
る
日
、
私
は
丸
善
の
二
階
へ
行
っ
た
。
そ
し
て
い
つ
も
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
備
え
ら
れ
た
大
き
な
目
次
の
書
を
借
り
て
そ
れ
を
翻

ひ
る
が
えし

て
い
た
。
ふ
と
、
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
『
短

篇
集
』
が
十
冊
か
十
二
冊
、
安
い
セマ

マ

リ
ー
ス
で
出
版
さ
れ
て
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
何
と
も
言
わ
れ
ず
嬉
し
か
っ
た
。
私
は
金
の
こ
と
な
ど
を
考
え
ず
に
す
ぐ
註
文
し
た
。

注
・『
東
京
の
三
十
年
』。

そ
し
て
こ
の
版
本
が
日
本
に
到
着
し
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
五
月
十
日
ご
ろ
（
花
袋
の
記
憶
ち
が
い
、
じ
っ
さ
い
は
明
治
三
十
四
年
六
月
ご
ろ（

14
））

の

こ
と
と
い
う
。

当
時
、
花
袋
は
博
文
館
で
雑
誌
『
太
平
洋
』
を
編へ

ん

輯し
ゅ
うし

て
い
た
。
丸
善
か
ら
電
話
で
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
も
う
い
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
が
、
そ
の
代

金
を
払
う
金
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
出
版
部
長
の
内
山
正
如
に
泣
き
つ
き
、『
美
文
作
法
』
を
書
く
金
（
印
税
）
の
な
か
か
ら
十
円
前
借
し
て
、
降
り
し
き
る
雨
を
つ
い
て

丸
善
へ
む
か
っ
た
（
前
田
晃
「
花
袋
氏
と
読
書
」『
明
治
大
正
の
文
学
人
』
所
収
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
58
・
4
）。

安
い
セ
リ
ー
ス
で
、
汚
い
本
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
私
を
喜
ば
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
こ
の
十
二
冊
の
『
短
篇
集
』
の
日
本
で
の
最
初
の
読
者
で
あ
り
得
る

と
い
う
こ
と
が
、
堪た

ま

ら
な
く
私
を
得
意
が
ら
せ
た
。
私
は
撫な

で
た
り
さ
す
っ
た
り
し
た
（
田
山
花
袋
作
『
東
京
の
三
十
年
』）。

花
袋
が
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
全
集
の
や
す
い
叢
書
を
見
つ
け
、
有
頂
天
に
な
っ
た（

15
）「

食
後
シ
リ
ー
ズ
」
の
版
本
十
二
冊
は
、
こ
ん
に
ち
そ
れ
を
入
手
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。
が
、
現
在
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
に
十
一
冊
（
第
一
巻
の
み
欠
）
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
同
シ
リ
ー
ズ
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
英
訳
短
篇
集
は
、
逐
次
刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
花
袋
は
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
ご
ろ
十
七
巻
の
全
集
を
入
手
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
十
七
巻
本
は
、
遺
嗣
子
・
田
山
瑞
穂
氏
が
所
蔵
し
て
い
る

と
い
う（

16
）。

ま
た
扉
に
「
花
袋
」
と
い
っ
た
蔵
書
印
が
押
し
て
あ
る
、
こ
の
英
訳
短
篇
集
三
冊
を
大
事
に
し
て
い
る
の
は
、
元
博
文
館
で
花
袋
の
同
僚
で
あ
っ
た
前
田
晃
で
あ
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っ
た
。

「
散
歩
」
の
原
書 

“Abandoned

” 

が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
第
五
巻
で
あ
る
。
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
）
は
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
十
二
月
十

九
日
に
同
書
を
購
求
し
て
い
る
。
こ
の
五
巻
に
は
、
短
篇
が
二
十
一
篇
が
入
っ
て
い
る
。A

bandoned

（「
捨
て
子
」）
は
い
ち
ば
ん
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
散
歩
」
の
原
文
の
冒
頭
と
花
袋
訳
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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「
私
が
達た

つ
て
留と

め
る
の
も
聞
か
ず
に
」
は
、
創
作
的
加
筆
。You take m

e to the seaside in spite of m
yself 

（
い
や
だ
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
わ
た
し
を
海
岸
へ
ひ

っ
ぱ
り
出
し
て
）
は
、「
無
理
に
海
岸
へ
遣や

つ
て
来
た
の
さ
へ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
遣
る
」
は
、
本
来
「
行
か
せ
る
」
の
意
で
あ
る
。you have never once had 

such a w
him

 

（
お
前
は
そ
ん
な
気
ま
ぐ
れ
を
一
度
も
お
こ
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
）
は
、「
…
…
の
珍
し
い
事

4

4

4

4

ぢ
や
の
に
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。「
此こ

ん
な様

田ゐ
な
か舎

の
」
は
、

創
作
的
加
筆
。

d

’Apreval

（
ダ
プ
ル
ヴ
ァ
ル
）
は
、「
ダ
ブ
ル
ブ
ァ
ル
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。M

adam
e de C

adour

（
ド
・
カ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
）
は
、「
カ
ド
ー
ユ
ル
夫
人
」
と
な
っ

て
い
る
。W

ith all the gallantry of bygone years 

は
、「
む
か
し
風
の
い
ん
ぎ
ん
さ
で
」
と
で
も
訳
せ
そ
う
だ
が
、
花
袋
は
「
若
い
時
は
さ
ぞ
美
男
子
で
あ
つ
た
ら
う

と
思
は
れ
る
名な

残ご
り

の
う
る
は
し
き
を
其そ

の

体た
い

度ど

に
顕

あ
ら
は

し
な
が
ら
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
翻
案
も
し
く
は
自
由
訳
に
ち
か
い
。

go and get sun-stroke 

は
、「
太
陽
の
直
射
光
線
を
浴
び
に
行
く
」
ほ
ど
の
意
だ
が
、
花
袋
は sun-stroke
（
日
射
病
）
を
「
霍か

く

乱ら
ん

」（
日
射
病
の
意
）
と
い
っ
た
古
風
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な
語
を
用
い
て
い
る
。「
そ
し
て
少し

ば
ら
く時

す
る
と
」
は
、
創
作
的
加
筆
。

つ
ぎ
に
巻
末
の
一
節
を
ひ
く
。

［
花
袋
訳
］

「
瀧た

き

の
ご
と
く
」
は
、
誇
張
的
な
加
筆
部
分
。「
も
う
其そ

の

涙な
み
だの

痕あ
た

を
そ
の
両
頰ほ

お

に
認
め
る
事
も
出
来
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
」
は
、
創
作
的
加
筆
。for som

e tim
e past

（
し
ば
ら
く
ま
え
か
ら
）
は
、「
二
三
月
前ま

え

か
ら
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
猶な

お

押
返
し
て
」
は
創
作
的
加
筆
。
こ
の
語
の
意
味
は
、
相
手
の
こ
と
ば
を
押
し
の
け
る
、
で
あ
る
。

「
さ
も
手て

持も
ち

無ぶ

沙さ

汰た

ら
し
く
、
狼
狽
し
て
」
は
、
創
作
的
加
筆
。A

 delightful w
alk, I assure you; perfectly delightful 

は
、「
た
し
か
に
、
た
の
し
い
散
歩
で
し
た
。
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申
し
分
の
な
い
も
の
で
し
た
」
と
で
も
訳
せ
そ
う
だ
が
、
花
袋
は
こ
の
一
文
を
「
ほ
ん
と
う
に
中な

か

々〳
〵

面
白
い
散
歩
で
し
た
。
本
当
に
、
そ
れ
ァ
、
中
々
面
白
く
…
…
」
と
訳

し
て
い
る
。

岡
山
の
ひ
と
近
松
秋

し
ゆ
う

江こ
う

（
一
八
七
六
〜
一
九
四
四
、
明
治
・
大
正
期
の
小
説
家
・
評
論
家
、
東
京
専
門
学
校
卒
）
は
、
通
学
の
毎
朝
九
時
ご
ろ
、
田
舎
銘め

い

仙せ
ん

の
羽
織
を

着
、
紫
の
メ
リ
ン
ス
（
や
わ
ら
か
く
織
っ
た
毛
織
物
）
に
本
を
二
、
三
冊
包
ん
で
歩
い
て
い
る
「
無
骨
な
大
男
」
と
と
き
ど
き
会
っ
た
。
目
つ
き
は
人
を
圧
迫
す
る
よ
う
で

あ
り
、
人
相
も
あ
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
。
そ
の
大
男
は
、
だ
れ
で
あ
ろ
う
、
喜
久
井
町
か
ら
本
町
の
博
文
館
に
か
よ
う
、
田
山
花
袋
そ
の
人
で
あ
っ
た（

17
）。

花
袋
は
「
食
後
シ
リ
ー
ズ
」
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
集
を
入
手
後
、
博
文
館
に
通
う
と
き
、
そ
れ
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
行
っ
た
。
編
輯
の
余
暇
に
、
車
の
上
で
も
、

床
の
な
か
で
も
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
を
よ
む
こ
と
に
没
頭
し
た
。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
を
発
見
し
た
の
ち
、
か
れ
の
思
想
と
眼
と
肉
体
は
、
こ
の
十
二
冊
の
『
短
篇
集
』
に
す
っ
か
り

打
た
れ
た
。

『
英
語
青
年
』
第
六
三
巻
第
六
号
［
昭
和
5
・
6
］
は
、
花
袋
の
死
を
報
じ
た
。
い
わ
く

―

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
五
月
十
三
日
午
後
四
時
ご
ろ

―
田
山
花
袋
は
咽
喉
癌
に
よ
り
逝
っ
た
。
享
年
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
氏
は
キ
ー
ツ
詩
集
の
訳
を
出
し
た
が
今
は
絶
版
で

あ
る
。

『
英
語
青
年
』
の
「
片
々
録
」
が
、
一
文
学
者
の
死
を
伝
え
る
の
は
珍
し
い
が
、
花
袋
が
キ
ー
ツ
の
詩
集
を
刊
行
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
然
主
義
を
代
表
す
る
作
家
の

花
袋
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
を
三
篇
訳
し
た
以
外
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
第
二
期
の
詩
人
、
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
（
一
七
九
五
〜
一
八
二
一
、
馬
丁
の
子
に
生
ま
れ
、

の
ち
開
業
医
の
免
許
を
う
る
が
詩
人
に
転
向
）
の
詩
を
二
三
篇
訳
し
た
。
そ
れ
は
隆
文
館
発
行
の
訳
詩
叢
書
の
う
ち
の
一
冊
『
キ
ー
ツ
の
詩
』［
明
治
38
・
10
］
で
あ
る
。

こ
の
訳
詩
集
は
、
上
田
敏
の
『
海
潮
音
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
と
期
を
お
な
じ
く
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
訳
詩
集
は
、『
花
袋
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
雑
誌
『
文
藝

倶
楽
部
』
や
『
新
潮
』
の
「
新
刊
紹
介
」
に
、
花
袋
訳
『
キ
ー
ツ
詩
集
』
は
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
前
者
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
、
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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注
・『
文
藝
倶
楽
部
』（
第
一
一
巻
第
一
五
号
所
収
の
「
評
林
」、
明
治
38
・
11
）。

後
者
は
、『
新
潮
』（
明
治
38
・
11
）
の
「
新
刊
紹
介
」
に
、

マ
マ

と
、
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
紹
介
記
事
を
か
い
た
記
者
に
よ
る
と
、
キ
ー
ツ
は
例
の
晦か

い

渋じ
ゅ
うな

る
「
エ
ン
デ
ミ
オ
ン
」
を
も
っ
て
天
下
幾
多
の
読
者
を
困
ら
せ
た
イ
ギ
リ

ス
の
大
詩
人
だ
と
い
う
。
い
ま
そ
の
訳
詩
集
を
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
調
べ
は
荘
重
で
あ
り
、
適
切
な
辞
句
を
選
ん
だ
苦
労
の
跡
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
好
意
的
な
批
評
と
は
反
対
に
、
皮
肉
に
満
ち
た
批
評
も
現
れ
た
。
そ
れ
を
い
ま
の
や
さ
し
い
言
葉
に
直
し
て
い
う
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

田
山
花
袋
氏
が
訳
し
た
『
キ
イ
ツ
の
詩
』
を
、
甥
が
さ
っ
そ
く
一
冊
も
と
め
た
の
で
、
拾
い
読
み
し
た
と
こ
ろ
、
ど
こ
の
国
の
語
法
で
訳
し
た
も
の
か
と
お
も
っ
た
。
な
ん
と
ま

あ
、
キ
ー
ツ
は
亡
く
な
っ
た
の
ち
も
、
日
本
人
か
ら
虐

ぎ
ゃ
く

遇ぐ
う

（
む
ご
い
扱
い
）
を
う
け
る
と
は
気
の
毒
な
こ
と
で
あ
る
。『
ラ7

、
ベ
ル
7

7

、
ダ
ム
7

7

、
サ
ン
の

7

7

7

恵
め
ぐ
む

』
の
文
字
な
ど
は
、
と
く

に
人
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
広
告
に
あ
る
よ
う
に
、
花
袋
氏
が
キ
ー
ツ
の
詩
を
多
年
心
読

7

7

7

7

さ
れ
た
こ
と
、
誠
に
奥
ゆ
か
し
く
お
も
い
ま
す
。

注
・『
明
星
』（
第
一
一
号
所
収
、
明
治
38
・
1
）。

ま
た
つ
ぎ
に
引
く
、
茅ち

野の

蕭
し
ょ
う

々し
ょ
う（

一
八
八
三
〜
一
九
四
六
、
歌
人
・
詩
人
・
ド
イ
ツ
文
学
者
、
慶
応
義
塾
大
学
、
日
本
女
子
大
学
教
授
）
の
講
評
に
な
る
と
、
み
そ
く
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そ
に
け
な
し
た
辛
ら
つ
な
批
評
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
代
ふ
う
に
い
い
直
す
と

―

誤
植
と
い
え
ば
全
篇
み
な
誤
植
で
あ
る

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

。
誤
訳
と
い
え
ば
全
篇
み
な
誤
訳
で
あ
る
。
東
京
で
刊
行
さ
れ
る
出
版
物
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
無
能
有
害
な
る
も
の
は
ひ
じ
ょ
う
に

珍
し
い
。（
中
略
）
本
書
を
通
読
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
花
袋
氏
は
英
語
を
知
っ
て
は
い
な
い
。（
中
略
）
あ
え
て
直
言
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、『
キマ

マ
ー
ツ
の
詩
』
全
篇
を
再
訳
せ

ら
れ
よ
。
そ
し
て
本
書
を
絶
版
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

注
・『
明
星
』（
第
十
二
号
、
明
治
38
・
12
）。

は
た
し
て
花
袋
の
『
キ
イ
ツ
の
詩
』
は
、
す
べ
て
誤
訳
で
あ
っ
た
の
か
。
か
れ
は
英
語
を
知
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
じ
っ

さ
い
の
か
れ
の
訳
し
ぶ
り
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
ヒ
ナ
ギ
ク
の
歌
」（D

aisy

’s  Song
）
か
ら
一
部
引
い
て
、
花
袋
の
訳
技
を
み
て
み
よ
う
。

DAISY’S SONG

1

The Sun, with his great eye,

Sees not so much as I ;

And the moon, all silver-proud,

Might as well be in a cloud.

2

And O the spring ― the spring

I lead the life of a King !

Couch’d in the teeming grass,

I spy each pretty lass.

3

I look where no one dares,

And I stare where no one stares,

And when the night is night,

Lambs bleat my lullaby.

＊The Poemes of John Keats

Edited with an introduction

and notes by E.de Sélincourt,

Methuen and Co., London, 1905,

p.260より引用。

こ
の
原
文
に
た
い
す
る
花
袋
訳
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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野
菊
の
歌
へ
る

　
　
　
　
一

天あ
ま

津つ

日ひ

、
其
眼
は
輝
く
、

し
か
す
が
に
見
え
ず
我
が
如ご

と

、

月
、
し
ろ
が
ね
、
照て

る
や
誇ほ

こ
り燿

し
か
す
が
に
雲
こ
そ
懸か

ゝ

れ
。

　
　
　
　
二

あ
ゝ
春

―
さ
な
り
春
や
、

帝す
め
ら
ぎ王

の
世
も
如し

か
め
や
も

繁
る
草
葉
絶た

え

間ま

よ
り
ぞ
、

つ
ね
見
る
や
、
は
し
き
少を

と
め
ご

女
子

　
　
　
　
三

人
知
ら
ぬ
も
の
を
知
り
、

世
の
見み

得え

ぬ
も
の
を
も
見
る

あ
ゝ
か
く
て
夜
の
近
づ
き

聞
く
や
、
羊
の
睡ね

ふ
り
の
う
た

眠
歌

花
袋
は T

he Sun 

を
「
太
陽
」
と
は
訳
さ
ず
、「
天あ

ま

津つ

日ひ

」
と
い
っ
た
古
語
を
用
い
た
。A

nd the m
oon, all silver-proud, m

ight as w
ell be in a cloud

（
そ
し
て

お
月
さ
ま
は
、
銀
色
の
輝
き
を
誇
っ
た
と
こ
ろ
で
、
雲
が
か
か
っ
て
い
る
も
同
じ
）
の
意
で
あ
る
。「
誇こ

燿よ
う

」
は
漢
語
で
あ
り
、「
誇
り
か
が
や
か
す
」
意
で
あ
る
。「
か
す

が
」（
春
日
）
は
、
大
和
国
春
日
部
郷
（
い
ま
の
奈
良
の
中
心
）
の
意
で
あ
る
。I lead the life of a K

ing 
は
「
わ
た
し
は
王
様
ぐ
ら
し
を
し
て
い
る
」
の
意
で
あ
る
が
、
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花
袋
は
「
帝す

め

王ら
ぎ

の
世
も
如し

か

め
や
も
」
と
、
や
ゝ
誇
張
的
に
訳
し
て
い
る
。「
絶た

え

間ま

」
と
は
「
切
れ
間
」
の
意
か
。teem

ing grass 

の
訳
と
し
て
は
、「
繁
る
草
葉
」
は
よ
い

と
し
て
も
、couch

’d

（
横
た
わ
っ
て
）
の
語
は
抜
け
て
い
る
。pretty 

を
「
は
し
き
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
い
と
し
い
」
意
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
四
行
詩
を
ち
ょ
っ
と
読
ん
だ
だ
け
で
も
、
す
ぐ
意
味
を
取
る
の
が
容
易
で
は
な
い
。
や
や
解
り
に
く
い
訳
文
で
あ
る
。
古
語
や
漢
語
を
用
い
、
雅
文
体
で
訳
さ
れ
て

い
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
悪
訳
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
ラ
、
ベ
ル
、
ダ
ム
、
サ
ン
の
恵

め
ぐ
み

」（La B
elle D

am
e Sans M

erci

）
や
「
希
臘
古
瓶
賦
」（O

de on a G
recian U

rn

）
の
訳
文
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ず
意

味
不
明
な
箇
所
や
誤
訳
や
稚
拙
な
訳
が
み
ら
れ
る
と
い
う
（
秋
山
勇
造
『
翻
訳
の
地
平
―
翻
訳
者
と
し
て
の
明
治
の
作
家
』
翰
林
書
房
、
平
成
七
年
一
一
月
）。

花
袋
は
栃
木
の
館
林
の
人
で
あ
る
。
田
山
家
は
小
祿
な
が
ら
代
々
秋
元
藩
士
で
あ
っ
た
。
兄
弟
は
多
い
う
え
に
家
は
貧
し
か
っ
た
。
少
年
の
こ
ろ
漢
学
塾
で
漢
詩
文
を
学

び
、
明
治
二
十
年
（
十
七
歳
）
ご
ろ
、
野
島
金
八
郎
（
大
学
予
備
門
生
）
か
ら
英
語
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
、
翌
年
神
田
仲
猿
楽
町
の
「
日
本
英
学
館
」
で
英
語
を
学
ん
だ
。

同
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
九
月
、
日
本
法
律
学
校
（
い
ま
の
日
本
大
学
）
に
入
る
が
、
数
ヵ
月
で
退
学
し
た
。
学
歴
ら
し
い
も
の
は
、
と
く
に
な
か
っ
た
が
、
国
漢
の
素

養
や
和
歌
に
か
け
て
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
外
国
語
と
し
て
は
、
英
語
の
ほ
か
に
ド
イ
ツ
語
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
独
学
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
花
袋
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
学
こ
そ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
豊
か
な
天
分
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
か
れ
は
文
苑
に
お
い
て
成
功
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

人
間
は
学
問
が
よ
く
で
き
、
有
名
な
学
校
を
出
た
と
こ
ろ
で
高
が
知
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
道
で
一
家
を
な
す
に
は
、
努
力
と
天
分
と
運
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
く
な

い
。
学
校
秀
才
が
必
ず
し
も
大
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
学
問
だ
け
に
限
ら
ず
、
芸
術
や
文
学
に
お
い
て
は
、
天
分
の
な
い
も
の
は
と
う
て
い
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

＊

上
田
敏び

ん

文
学
の
研
究
に
し
た
が
う
者
は
、「
細
心
精
緻
の
学
風
」
を
堅
持
す
る
よ
う
説
い
た
の
は
、
訳
詩
集
『
海
潮
音
』（
本
郷
書
院
、
明
治
38
・
10
）
を
も
っ
て
人
心
を
風
び
し

た
上
田
敏
（
一
八
七
四
〜
一
九
一
六
、
評
論
家
・
外
国
文
学
者
・
詩
人
、
京
都
帝
大
教
授
）
で
あ
っ
た（

18
）。『

海
潮
音
』
は
独
特
な
こ
と
ば
の
響
き
と
詩
美
に
お
い
て
群
を
抜

き
、
他
の
訳
詩
集
と
比ひ

侔ぼ
う

で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
紹
介
と
移
植
に
つ
と
め
た
敏
も
ま
た
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
の
翻
訳
に
手
を
染
め
て
い
る
。
が
、

英
訳
本
に
よ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
直
か
に
訳
し
た
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ぎ
の
三
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
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「
文ふ

み

反ほ

古ご

」（Le lit

）
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
帝
国
文
学
』
明
治
32
・
5

「
ゐ
ろ
り
火
」（Le B

ûche

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
帝
国
文
学
』
明
治
33
・
12

「
か
た
お
も
ひ
」（La R

em
pailleuse

「
椅
子
わ
ら
詰
替
へ
の
女
」）
………
『
藝
苑
』
明
治
35
・
2

「
文
反
古
」
に
は
訳
者
名
が
な
い
が
、
上
田
敏
が
訳
筆
を
と
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
雅が

文ぶ
ん

（
優
雅
な
文
章
）
と
い
お
う
か
、
か
れ
流
の
美
文
で
訳

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
訳
文
は
け
っ
し
て
読
り
や
す
く
な
い
。
物
語
は
競
売
で
手
に
入
れ
た
祭
服
を
小
さ
な
イ
ス
に
張
り
た
い
と
思
っ
て
、
裏
地
を
裂
い
た
ら
、
そ
こ
か

ら
女
性
が
し
た
た
め
た
四
通
の
手
紙
が
出
て
き
た
と
い
う
話
。
そ
れ
ら
は
僧
院
長
宛
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
も
あ
る
が
、
そ
の
一
通
に
は
寝
床
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
。
寝ベ

ッ
ド台

と
い
う
も
の
は
、
人
生
の
縮
図
、
人
が
生
ま
れ
、
愛
し
、
死
ぬ
の
も
み
ん
な
寝
台
だ
と
い
う
。

「
ゐ
ろ
り
火
」
は
、「
文
反
古
」
と
同
様
、
敏
の
随
筆
お
よ
び
訳
文
集
で
あ
る
『
み
を
つ
く
し
』（
文
友
館
、
明
治
34
・
12
）
に
収
載
さ
れ
た
。「
ゐ
ろ
り
火
」
に
は
、
訳
者

の
名
“
み
を
つ
く
し
”（
敏
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
）
が
付
い
て
い
る
。
物
語
は
親
友
の
妻
（
魅
力
の
あ
る
老
婦
人
）
に
客
間
に
お
い
て
誘
惑
さ
れ
か
か
っ
た
と
き
、
暖
炉
の
た
き

ぎ
が
客
間
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
き
た
。
そ
の
と
き
主
人
公
は
急
い
で
立
ち
あ
が
り
、
即
座
に
そ
の
た
き
ぎ
を
暖
炉
の
中
へ
も
ど
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
夫
が
帰
っ
て
き

た
の
で
、
ぬ
れ
場
を
と
り
押
え
ら
れ
ず
に
す
ん
だ
。
男
は
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
を
助
か
っ
た
の
で
、
そ
の
後
独
身
を
通
し
た
と
い
う
話
。

明治40年（1907）シカゴで撮った
写真。敏（35歳）。『上田敏全集』

（改造社、昭和6・7）より。
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「
か
た
お
も
ひ
」
に
は
、「
上
田
敏
」
と
だ
け
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
物
語
は
、
椅
子
な
お
し
の
女
が
少
女
の
こ
ろ
薬
剤
士
の
少
年
を
ひ
そ
か
に
愛
し
つ
づ
け
、
や
が
て

お
互
い
老
い
て
ゆ
く
。
か
っ
て
の
少
女
は
、
い
ま
晩
年
を
む
か
え
る
に
当
っ
て
、
二
千
数
百
フ
ラ
ン
の
遺
産
を
む
か
し
愛
し
た
相
手
に
贈
る
の
だ
が
、
そ
の
男
は
強
欲
で
情

の
な
い
男
で
あ
っ
た
。

敏
は
「
文
反
古
」
の
原
文
の
冒
頭
を
四
節
ほ
ど
省
略
し
訳
さ
ず
、
第
五
節
あ
た
り
か
ら
訳
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
引
く
原
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

Guy de maupassant; Madamoiselle Fifi, illustrations 
de L. Vallet, Albin Michel, 1940 より。
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［
敏
訳
］

「
こ
ゝ
ち
な
や
ま
し
う
」
は
、
創
作
的
加
筆
。je reste chaudem

ent, m
ollem

ent rêveuse, dans la tiédeur des duvets

（
わ
た
し
は
綿
毛
の
ぬ
く
も
り
の
中
で
、

ぬ
く
ぬ
く
と
、
ゆ
っ
た
り
と
夢
想
に
ふ
け
っ
て
お
り
ま
す
）
は
、「
毛け

蒲ぶ

團と
ん

の
あ
た
ゝ
か
き
に
、
熱
す
こ
し
あ
り
て
、
う
つ
ら
〳
〵
夢
見
く
ら
し
侍は

べ

り
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
意
訳
で
あ
る
。

J

’ai un livre, un livre que j

’aim
e et qui m

e sem
ble fait avec un peu de m

oi. V
ous dirai-je lequel ? N

on, V
ous m

e gronderiez. Puis, quand j

’ai lu, je 

songe, et je veux vous dire à quoi

（
わ
た
し
は
書
物
を
一
冊
も
っ
て
お
り
ま
す
。
大
好
な
書
物
で
す
。
そ
の
本
に
わ
た
し
の
こ
と
が
少
し
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ど
ん
な
本
に
で
す
っ
て
？
い
い
え
、
教
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
お
し
か
り
を
受
け
ま
す
か
ら
。
読
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
何
を
考
え
る
か
、
教
え
て
さ
し
あ

げ
ま
す
）
は
、
敏
訳
だ
と
「
枕
も
と
の
ふ
み
（
書
物

─
引
用
者
）
も
、
身
に
ひ
き
あ
て
て
を
か
し
く
（
我
が
身
に
押
し
あ
て
る
の
も
こ
っ
け
い

─
引
用
者
）、
其そ

の

名な
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（
書
名

─
引
用
者
）
き
こ
え
あ
ぐ
べ
き
か
（
申
し
上
げ
る
べ
き
か

─
引
用
者
）。
い
な
。
し
か
り
給た

ま

は
む
も
お
そ
ろ
し
。
よ
み
は
て
ゝ
ま
た
思
ひ
沈
み
ぬ
。
さ
れ
ば
す
こ

し
つ
け
ま
ゐ
ら
せ
む
（
少
し
だ
け
教
え
て
差
し
あ
げ
ま
し
ょ
う

─
引
用
者
）」
と
な
っ
て
い
る
。

「
枕
も
と
…
」「
身
を
ひ
き
あ
て
ゝ
」
は
、
原
文
に
な
い
こ
と
ば
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
訳
文
は
原
文
か
ら
大
き
く
そ
れ
て
は
い
な
い
。O

n a m
is derrière m

a tête 

des oreillers qui m
e tiennent assise

（
頭
の
う
し
ろ
に
枕
を
入
れ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
体
を
お
こ
し
て
い
ら
れ
る
）
は
、「
え
り
（
え
り
首

─
引
用
者
）
に
枕
か
は
せ
、

起
き
な
ほ
り
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
く
に
問
題
は
な
い
。「
く
れ
ぴ
よ
ん
ぬ
し
の
筆
あ
ら
ば
、
床
の
は
な
し
と
い
ふ
も
の
か
ゝ
ま
ほ
し
や
」
は
、
ク
レ
ピ
ヨ

ン
さ
ん
ほ
ど
の
筆
力
が
わ
た
し
に
あ
っ
た
な
ら
、
寝
台
の
話
を
書
き
ま
す
も
の
を
、
の
意
で
あ
る
。「
…
…
幾い

く

何ば
く

ぞ
」
は
、「
ど
れ
ほ
ど
…
…
す
る
か
」
の
意
で
あ
る
。

d

’autres attendrissantes
（
そ
の
他
ほ
ろ
り
と
さ
せ
る
も
の
）
は
、
訳
さ
れ
て
い
な
い
。Q

ue d

’enseignem
ents n

’en pourrait-on pas tirer

（
そ
こ
か
ら
た
く
さ

ん
の
教
訓
が
得
ら
れ
る
）
は
、「
何い

ず

れ
の
誠
（
真
理

─
引
用
者
）
か
こ
ゝ
よ
り
ひ
き
い
だ
し
え
ざ
ら
む
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
巻
末
の
一
節
を
ひ
く
。

［
敏
訳
］

「
か
い
つ
け
む
ひ
ま
」
と
は
、「
お
知
ら
せ
す
る
ひ
ま
」
の
意
。et puis

（
お
ま
け
に
）
は
、
訳
さ
れ
て
い
な
い
。vous le pourrai-je m

ontrer

（
よ
く
な
っ
た
証
拠
を
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お
み
せ
で
き
る
）
は
、
訳
さ
れ
て
い
な
い
。「
病
お
こ
た
り
て
君
と
御
見
る
こ
と
か
な
は
む
」
は
、
創
作
的
加
筆
。「
い
ざ
と
は
が
り
に
」
は
意
味
不
明
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
一
節
は
、
お
よ
そ
原
文
に
沿
っ
て
訳
し
て
あ
る
の
で
、
大
き
な
あ
や
ま
ち
は
な
い
。
訳
文
全
体
か
ら
う
け
る
印
象
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
翻
訳
と
い
う
よ
り
、

創
作
文
の
そ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
味
わ
い
は
読
者
に
は
伝
わ
ら
な
い
。「
文
反
古
」
は
完
訳
で
は
な
く
縮
訳
で
あ
る
。
作
品
全
体
を
三
分
の
一
ほ
ど
縮
め

た
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。

＊

「
文
反
古
」
に
つ
づ
い
て
発
表
に
な
っ
た
「
ゐ
ろ
り
火
」
は
、
前
作
ほ
ど
読
み
づ
ら
く
は
な
い
に
し
て
も
、
原
文
の
解
釈
や
訳
文
に
い
ろ
い
ろ
欠
陥
が
み
と
め
ら
れ
る
。

「
ゐ
ろ
り
火
」
の
原
文
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

［
敏
訳
］
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tentures 

は
、
こ
こ
で
は
「
壁
布
」
の
意
で
あ
る
が
、
敏
は
「
窓ま

ど

掛か
け

」（
カ
ー
テ
ン
の
こ
と
）
と
訳
し
て
い
る
。chem

inée

の
訳
「
爐ろ

額が
く

」
は
わ
か
り
に
く
い
。
い
ま
な

ら
「
暖
炉
」
も
し
く
は
「
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
」
と
で
も
訳
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。un abat-jour d

’ancienne dentelle

（
古
風
な
レ
ー
ス
飾
り
の
つ
い
た
ラ
ン
プ
の
笠
）
は
、

「
燈
火
は
な
え
た
る
（
く
た
び
れ
た

─
引
用
者
）
れ
え
す
の
か
さ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
蕭ひ

そ

や
か
に
」
は
創
作
的
加
筆
。une de ces vieilles adorables

（
す
ば
ら
し

い
老
婦
人
の
ひ
と
り
）
は
、「
天て

ん

色し
ょ
くの

昔
む
か
し

忍し
の

は
る
と
（
天
性
の
美
人
を
な
つ
か
し
む
意

─
引
用
者
）」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。「
薄う

す

葉は

」（
う
す
い
紙
の
意
）
は
、un fin 

papier 

を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

et parfum
ée, tout im

prégnée de parfum
s, pénétrée jusqu

’à la chair vive par les essences fines dont elle se baigne, depuis si longtem
ps, 

l

’épiderm
e: une vieille qui sent

（
よ
い
香
り
が
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
香
水
が
体
中
に
し
み
込
ん
で
い
た
。
上
等
の
エ
キ
ス
が
生
身
に
ま
で
し
み
込
ん
で
い
た
。
彼
女
は

そ
れ
を
長
年
は
だ
洗
い
に
使
っ
て
い
た
の
だ
）
の
一
節
は
、
削
除
さ
れ
、
訳
さ
れ
て
い
な
い
。poudre d

’iris florentine

（
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
製
の
ア
イ
リ
ス
粉
［
ア
イ
リ
ス

の
根
茎
か
ら
つ
く
る
芳
香
剤
］）
は
、「
ふ
ろ
れ
ん
し
や
菖し

ょ
う
ぶ蒲

の
粉こ

な

お
し
ろ
い
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
ふ
ろ
れ
ん
し
や
」
は
わ
か
り
に
く
い
。

つ
ぎ
に
巻
末
の
一
節
を
ひ
く
。

［
敏
訳
］
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La bûche, oui, la bûche, m
adam

e, s

’élançait dans le salon, renversant la pelle le garde-feu, roulant com
m

e un ouragan de flam
m

e

（
た
き
ぎ
で
す
。

そ
う
で
す
。
マ
ダ
ム
、
た
き
ぎ
が
客
間
の
中
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
シ
ャ
ベ
ル
や
火
よ
け
用
の
金
鋼
を
倒
し
、
火
の
手
は
嵐
の
ご
と
く
転
っ
て
行
き
ま
し

た
）
は
、
敏
訳
だ
と
「
爐ろ

火び

は
、
薪ま

き

は
、
客
間
に
飛
び
て
、
火ひ

箸ば
し

を
仆た

お

し
…
…
」
と
、
意
訳
さ
れ
て
い
る
。le tison sauveur

（
我
が
身
を
救
っ
た
そ
の
燃
え
さ
し
）
は
、

単
に
「
も
え
さ
し
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
現
行
の
お
か
し
に
捕
は
れ
け
む
」
は
、
わ
か
り
に
く
い
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は J

’étais 
incé en flagrant délit

（
現
行
犯
と
し

て
捕
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
）
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。eu à peu il m

’éloigna de chez lui

（
だ
ん
だ
ん
か
れ
は
わ
た
し
を
自
宅
に
よ
せ
つ
け
な
く
な
り
ま
し
た
）

の
箇
所
は
、「
会
食
の
ま
ね
き
と
だ
え
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。

＊

「
か
た
お
も
ひ
」
の
原
文
の
冒
頭
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

［
敏
訳
］
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「
別

し
も
や
し
き荘

」
は
、
原
文
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
敏
の
創
作
的
加
筆
。le m

edecin du pays

（
地
元
の
医
師
）
は
、「
と
こ
ろ
（
土
地

─
引
用
者
）
の
医
師
な
に
が
し
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
の
「
な
に
が
し
」
は
、
わ
ざ
と
氏
名
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
と
き
に
用
い
る
代
名
詞
で
あ
る
。

「
あ
げ
つ
ら
う
」
は
、
理
否
を
論
じ
る
議
論
の
意
。「
談
（
話
題
の
意
）
…
…
」
か
ら
文
尾
ま
で
は
、
概
ね
正
し
い
訳
と
思
わ
れ
る
が
、
原
文
の
句
読
点
を
無
視
し
、
息
の

長
い
文
章
と
し
て
訳
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
巻
末
の
一
節
を
ひ
く
。

Maupassant: Contes et Nouvelles 1, Gallimard, 1970より。

［
敏
訳
］

ll s

’arrêta, surpris 

は
、「
か
れ
は
び
っ
く
り
し
て
、
足
を
と
め
た
」
の
意
で
あ
る
が
、
敏
は surpris
（
び
っ
く
り
し
て
）
の
語
を
訳
し
落
し
て
い
る
。cabane

（
小

屋
）
は
、
敏
訳
だ
と
「
台
所
」
と
な
っ
て
い
る
。l

’am
our profond 

は
、「
深
い
愛
」
も
し
く
は
「
深
刻
な
恋
」
と
で
も
訳
せ
る
が
、
敏
は
「
た
ゞ
一

ひ
と
つ

の
恋
」
と
訳
し
て
い
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る
。以

上
の
ご
と
く
敏
の
翻
訳
三
つ
を
大
観
す
る
と
、
少
な
か
ら
ず
創
作
的
加
筆
、
訳
し
落
し
、
意
図
的
削
除
、
意
訳
部
分
な
ど
が
み
ら
れ
、
原
作
の
情
趣
（
味
わ
い
）
を
じ

ゅ
う
ぶ
ん
に
伝
え
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

＊

文
芸
雑
誌
『
文
学
界
』（
明
治
26
・
1
〜
同
31
ま
で
刊
行
）
の
同
人
で
あ
っ
た
上
田
敏
（
紅
顔
の
金
ボ
タ
ン
姿
）
は
、
根
岸
に
お
け
る
新
年
会
の
席
上

─
北
村
透
谷
・

島
崎
藤
村
・
戸
川
秋
骨
・
馬
場
孤
蝶
・
樋
口
一
葉
・
田
山
花
袋
・
国
木
田
独
歩
・
柳
田
国
男
ら
を
前
に
し
て
、「
鷗
外
さ
ん
な
ん
か
誤
訳
ば
か
り
し
て
い
る
。
今
に
誤
訳
調

べ
を
や
っ
て
や
る
」（
花
袋
『
東
京
の
三
十
年
』）
と
気
焔
を
あ
げ
、
同
席
者
を
お
ど
ろ
か
し
た
が
、
後
年
敏
は
誤
訳
問
題
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
七
月
十
五
日

─
雑
誌
『
無
名
通
信
』（
第
七
号
）
は
、「
翻
訳
界
の
恥
辱

　『
心
』
は
誤
訳
以
上
の
出で

鱈た
ら

目め

訳
　
語
学
の
欠
乏
、
理
解
力

の
未
熟
」
と
い
っ
た
人
さ
わ
が
せ
な
見
出
し
の
も
と
に
、
二
段
組
誌
面
の
五
〜
一
〇
頁
に
わ
た
っ
て
、
上
田
敏
の
翻
訳

─
ロ
シ
ア
の
世
紀
末
を
代
表
す
る
小
説
家
・
劇
作

家
で
あ
る
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
（
一
八
七
一
〜
一
九
一
九
）
の
中
編
小
説

『
心
』（
ロ
シ
ア
語
の

ム

イ

ス

リ

現
代
は M

bICЛ
b 

（「
思
想
」
の
意
）

─
に
筆ひ

っ

誅ち
ゅ
うを

加
え
た
。

敏
の
訳
の
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
い
、
そ
れ
を
で
た
ら
め
な
訳
だ
、
と
い

っ
て
責
め
た
の
は
、
翻
訳
家
の
昇

の
ぼ
り

曙し
よ

夢む

（
本
名
・
昇
直
隆
、
一
八
七
八

〜
一
九
五
八
、
奄
美
大
島
に
生
ま
れ
、
ニ
コ
ラ
イ
神
学
校
卒
。
の
ち
母

校
の
講
師
と
な
る
）
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

上
田
敏
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
を
初
め
て
翻
訳
し

た
第
一
号
で
あ
る
が
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
作
品
を
全
部
で
六
篇
訳
し

た
。
問
題
の
『
無
名
通
信
』
の
記
事
の
冒
頭
部
分
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

上田敏がアンドレーエフの「心」（「思想」のこと）
を訳したとき利用したものとおなじ仏訳本。［東京大
学文学部図書館蔵］
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昇曙夢

評
者
は
、
へ
き
頭
第
一
に
、
原
題
の
「
思
想
」
を
「
心
」
と
訳
し
た
こ
と
を
も
っ
て
の
外ほ

か

の
話
で
あ
る
、
と
非
難
し
た
。
本
文
と
関
係
が
な
い
、
単
に
標
題
だ
け
の
こ
と

で
あ
れ
ば
、
訳
者
の
つ
ご
う
で
変
え
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
が
、
こ
こ
で
「
心
」
と
訳
し
て
は
、
作
品
全
体
の
意
義
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

『
心
』（
春
陽
堂
、
明
治
42
・
6
刊
、
ほ
か
に
「
旅
行
」「
ク
サ
カ
」
の
二
篇
も
収
録
）
は
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
ド
・
ヴ
ィ
ン
ゼ
ワ
と
ペ
ル

ス
キ
ー
に
よ
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
基
づ
い
て
重
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

Léonide A
nderéief: L

’Épouvante, traduit du russe 
ar T

. de W
yzew

a et S. Persky, Perrin, Paris, 1903

注
・
こ
の
仏
訳
の
原
題 L

’épouvante 

は
、「
恐
怖
」
ま
た
は
「
不
安
」
の
意
。

敏
が
こ
の
仏
訳
を
「
東
京
の
一
書
肆
（
丸
善
の
こ
と
か

─
引
用
者
）
で
購

あ
が
な

っ
」
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
（『
心
』
の
序
文
）。

『
無
名
通
信
』
の
罵
倒
文
を
書
い
た
当
人
は
、
敏
が
ロ
シ
ア
の
原
書
か
ら
訳
さ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
か
ら
重
訳
し
た
に
違
い
な
い
、
と
推
測
し
た
。
こ
の
こ
と
は
当
っ
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
古
く
か
ら
多
数
の
ロ
シ
ア
人
が
入
り
込
み
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
国
語
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
ら
、
い
か
が
わ
し
い
英
訳
と
は
ち
が
い
、
信
用
の
置
け
る

訳
と
考
え
た
。
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ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
「
思
想
」
と
い
う
作
品
は
、
狂
気
を
よ
そ
お
っ
た
主
人
公
が
、
自
由
思
想
に
導
び
か
れ
、
友
人
の
サ
ウ
エ
ロ
フ
を
殺
す
、
と
い
っ
た
話
で
あ
る
。
敏

の
罵
倒
者
は
、
つ
ぎ
の
点
を
指
弾
し
た
が
、
仏
訳
に
よ
ら
ず
、
ロ
シ
ア
語
の
原
書
を
ひ
も
と
い
て
問
題
箇
所
を
摘
出
し
た
。
そ
の
要
点
を
し
る
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

訳
者
は
原
作
者
の
狙
い
ど
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
作
品
の
中
心
思
想
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。
翻
訳
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
点
は
、
原
作
者
の
作
意
、
主
題

を
つ
か
ま
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
、
原
作
の
調
子
が
訳
全
体
に
移
っ
て
こ
な
い
。

お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
省
略
法
を
用
い
て
い
る
。
聞
き
な
れ
ぬ
か
れ
一
流
の
漢
語
や
砕く

だ

け
な
い
言
葉
の
連
発
。
上
田
氏
の
訳
は
、
原
作
を
読
ん
だ
と
き
の
印
象
と
は
雲
泥
の
差

が
あ
り
、
ま
っ
た
く
別
物
を
よ
む
よ
う
な
気
が
す
る
。

訳
文
の
粗そ

漏ろ
う

（
い
い
加
減
さ
、
手
抜
か
り
）
と
き
た
ら
、
て
ん
で
話
に
な
ら
な
い
。
は
じ
め
は
全
部
原
書
と
対
照
し
よ
う
と
し
た
が
、
対
照
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
か
っ

た
。
三
分
の
一
は
、
た
し
か
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。
原
文
に
な
い
、
い
い
か
げ
ん
な
付
け
加
え
が
あ
る
。
こ
れ
が
翻
訳
な
ら
、
世
の
中
に
翻
訳
ほ
ど
当
て
に
な
ら
ぬ
も
の
は

な
い
。
翻
案
よ
り
も
ま
だ
浅
ま
し
い
。
所
々
に
誤
訳
、
粗
漏
、
臆
断
、
誤
解
、
省
略
、
ご
ま
か
し
が
あ
る
。

雀す
ず
め（

ウ
オ
ロ
ベ
イ
）
を
燕

つ
ば
め

と
取
り
ち
が
え
た
点
な
ど
、
訳
語
の
当
ら
な
い
の
も
随
所
に
散
見
す
る
。
い
や
し
く
も
「
東
京

　
上
田
敏
」
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
こ
ん
な
見

や
す
い
誤
訳
を
な
さ
っ
て
は
、
小
学
児
童
の
笑
い
草
に
で
も
な
り
は
す
ま
い
か
と
冷
汗
が
流
れ
る
。

敏
が
訳
書
『
心
』
を
出
版
し
た
と
き
、
職
階
は
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
（
高
等
官
三
等
）
で
あ
り
、
西
洋
文
学
第
二
講
座
を
担
当
す
る
れ
っ
き
と
し
た
教
授
で
あ

っ
た
。
帝
大
の
教
授
が
こ
の
よ
う
に
虚こ

け仮
に
さ
れ
て
は
立
つ
瀬
が
な
い
が
、
上
田
敏
は
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に
お
い
て
二
回
（
上
、
下
）
に
わ
た
っ
て
反
論
し
た
（
明
治

42
・
8
・
1
、
8
・
2
）。
そ
の

（上）
の
冒
頭
の
一
節
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
小
生
の
翻
訳 

（上）

　
　
　
　
　
　
七
月
廿
九
日
京
都
に
て

　
上
田
敏

七
月
二
十
五
日
、
二
十
七
日
の
貴
紙
附
錄
所
載
、
一
記
者
の
文
に
依
つ
て
承
知
し
た
が
、
小
生
の
ア
ン
ド
レ
イ
エ
フ
飜
譯
に
つ
い
て
、
頗
る
激
烈
な
罵
倒
文
が
雜
誌
「
無
名
通

信
」
に
載
つ
て
居
る
さ
う
だ
。
一
應
そ
れ
を
拝
見
し
て
と
思
つ
て
、
京
都
の
雑
誌
店
三
四
を
探
し
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
今
に
手
に
入
ら
な
い
。
そ
ち
こ
ち
し
て
居
る
う
ち
遅
く
な
る



（36）135

か
ら
、
簡
短
に
返
答
す
る
。

第
一
、
彼
の
罵
倒
文
に
對
し
て
、
小
生
か
ら
辯
を
費
す
必
要
は
も
う
無
い
や
う
だ
。
貴
紙
一
記
者
の
判
定
に
據
れ
ば
、
小
生

が
故
意
に
誤
脫
を
し
誤
譯
を
し
た
事
の
無
い
の
は
、
明
瞭
で
あ
つ
て
、
か
の
罵
倒
家
の
評
は
少
々
無
理
で
あ
る
と
迄
言
は
れ
て

あ
る
。
そ
れ
に
小
生
は
又
一
歩
を
進
め
て
、
か
の
評
家
の
露
語
の
智
識
、
否
、
日
本
語
の
智
識
を
さ
へ
疑
ひ
た
く
な
っ
た
。
差さ

し

當あ
た
り、

貴
紙
に
據
つ
て
、
一
例
を
引
く
と
小
生
が

「
老
婆
の
乳
の
や
う
に
、
だ
ら
り
と
し
た
…
…
」

（
此
頃
見
た
獨
逸
譯
に
も
さ
う
あ
る
。）

と
し
た
の
は
大
間
違
で
、

「
年
增
の
胸
の
様
に
凸
凹
し
た
…
…
」

と
訂
正
す
可
し
と
力り

き味
ん
で
あ
る
が
、
年
增
に
な
る
と
胸
に
瘤
が
出
來
る
か
知
ら
。
な
ん
ぼ
露
西
亞
で
も
、
そ
ん
な
事
は
あ

る
ま
い
。
又
此
滑
稽
な
評
の
直
ぐ
下
に
「
譯
者
は
風
船
の
様
に
と
當
こ
す
つ
て
」
と
あ
る
の
も
珍
妙
だ
。
小
生
は
何
も
飜
譯
で

皮
肉
を
言
は
う
と
は
せ
ぬ
。
日
本
語
で
「
當あ

て

擦こ
す

る
」
と
は
暗
に
誹そ

し

る
事
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
評
家
と
お
對
手
は
御
免
蒙か

う
むる

。

敏
に
よ
る
と
、
明
治
の
国
語
は
洗せ

ん

練れ
ん

彫
ち
ょ
う

琢た
く

（
み
が
き
の
か
か
っ
た
も
の
）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
か
れ
は
言
語
学
で

い
う
純ピ

ュ
ア
リ
ズ
ム

粋
主
義

─
用
語
を
純
正
に
し
た
い
と
思
っ
た
。
か
れ
が
外
国
文
学
を
翻
訳
し
た
動
機
と
い
う
の
は
、
こ
の
目
的
の

た
め
で
あ
っ
た
。

「
思
想
」
を
直
訳
せ
ず
、「
心
」
と
し
た
の
は
い
ろ
い
ろ
勘
考
の
う
え
で
の
こ
と
と
い
う
。
仏
訳
に
よ
っ
た
こ
の
翻
訳
は
、

他
に
文
芸
と
し
て
す
ぐ
れ
た
良
好
の
翻
訳
が
出
る
ま
で
、
そ
れ
相
応
の
役
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
、
と
明
言
し
た
。
語
系
の

異
な
る
い
ま
の
新
作
家
の
短
編
を
移
植
す
る
と
き
、
な
ぜ
衒げ

ん

学が
く

的
な
“
逐
語
訳
”
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
訳
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
や
ロ
ゼ
ッ
チ
ら
の
詩
の
訳
業
に
し
て
も
忠
実
な
し
ご
と
で
は

な
い
、
と
い
っ
て
反
論
し
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
『
無
名
通
信
』（
明
治
42
・
8
・
13
付
）
は
、「『
小
生
の
翻
訳
』
を
読
み
て
上
田
敏
に
答
ふ
」
と
題
す

上田敏が『読売新聞』（明治42・8・1付）に発表した誤訳問題に関する反論
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る
論ろ

ん

駁ば
く

記
事
を
出
し
た
。
冒
頭
記
者
（
執
筆
者
は
昇
曙
夢
で
あ
ろ
う
が
）
は
、
こ
の
あ
い
だ
上
田
敏
氏
は
、『
読
売
新
聞
』
に
「
小
生
の
翻
訳
」
と
題
し
て
、
弁
解
文
の
よ

う
な
、
そ
う
で
な
い
よ
う
な
、
き
わ
め
て
不ふ

得と
く

要よ
う

領り
ょ
うな

（
わ
け
が
わ
か
ら
な
い

―
引
用
者
）
人
名
辞
書
体
の
も
の
を
書
い
て
、
逃
げ
る
よ
う
に
退
却
し
た
。
逃
げ
た
者
を

さ
ら
に
追
撃
す
る
必
要
も
な
い
と
は
思
っ
た
が
、『
か
う
い
ふ
評
家

4

4

4

4

4

4

と
お
対
手
は
御
免
蒙
る
』
と
い
う
ず
う
ず
う
し
い
遁と

ん

辞じ

に
対
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
見
の
が
す
わ
け
に
は

ゆ
か
ぬ
、
と
書
い
た
。

上
田
氏
は
、
誤
解
の
指
摘
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
、
わ
た
し
の
日
本
語
の
誤
り
を
た
い
そ
う
仰

ぎ
ょ
う

山さ
ん

ら
し
く
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
鬼
の
首
を
取
っ
た
よ
う
に
う
れ
し

か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
あ
い
に
く
狙ね

ら

ひ
所
が
ち
が
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
け
っ
し
て
一
語
一
語
の
附
加
、
脱
落
、
す
こ
し
ば
か
り
の
差
異
を
ひ
ろ
っ
た
の
で
は
な
い
。
多
く
は
全
体
の
文
句
と
し
て
、
文
章
と
し
て
の
は
な
は
だ
し
き
誤

訳
、
誤
脱
、
誤
解
、
粗
漏
の
数
々
を
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て
作
品
の
主
題
が
訳
者
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
了
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。

上
田
氏
は
じ
ぶ
ん
に
つ
ご
う
よ
さ
そ
う
な
外
国
の
事
例
を
勝
手
に
引
い
て
、「
逐
字
訳
必
ず
し
も
忠
実
訳
に
あ
ら
ず
」「
国
語
の
約
束
に
依
つ
て
多
少
の
取し

ゅ

捨し
ゃ

は
容ゆ

る

し
て
あ

る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
同
意
見
だ
が
、
唯た

だ

ひ
と
り
上
田
氏
の
『
心
』
の
い
み
は
逐
字
訳
、
非
逐
字
訳
の
差
別
以
上
に
超
然
と
し
て
、

取
捨
選
択
の
標
準
を
も
っ
て
到
底
律
し
が
た
き
も
の
で
あ
る
。

本
誌
の
批
評
は
、
誰
が
み
て
も
わ
か
る
通
り
、
け
っ
し
て
罵
倒
で
も
何
で
も
な
い
。
事
実
あ
り
の
ま
ま
を
少
し
も
誇
張
せ
ず
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
く
ら
人
名
を
列つ

ら

ね
た
所
で
誤
訳
は
依
然
と
し
て
誤
訳
、
誤
脱
は
依
然
と
し
て
誤
脱
で
あ
る
。
以
上
が
、
論
駁
記
事
の
要
旨
で
あ
る
。

こ
の
誤
訳
論
争
は
、
上
田
敏
か
ら
の
反
応
、『
読
売
新
聞
』
や
『
無
名
通
信
』
側
か
ら
の
新
た
な
論
議
も
な
く
、
幕
を
と
じ
た
。

『
無
名
通
信
』
の
誤
訳
指
摘
者
は
、
論
峰
す
る
ど
く
上
田
敏
に
詰
め
寄
っ
た
の
で
あ
る
が
、
肩
す
か
し
を
く
ら
っ
た
感
が
あ
る
。
評
者
は
敏
の
訳
文
を
ロ
シ
ア
語
の
原
文

と
直
か
に
対
照
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
が
、
敏
が
拠
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
精
度
を
問
題
に
せ
ず
、
ま
た
仏
訳
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

敏
が
訳
し
た
『
心
』
は
、
は
た
し
て
数
多
の
誤
謬
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、「
思
想
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
訳
文
を
つ
き
比
べ
て
検
討
し
て

み
よ
う
。

「
心
」（「
思
想
」）
の
原
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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敏
は
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
日
本
語
に
訳
し
た
。
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冒
頭
の
第
一
節
の
訳
文
は
、
大
き
な
あ
や
ま
ち
は
な
い
。
し
か
し
、
第
三
節
目
の
主
人
公
の
「
手
記
」（Feuillet n

o 1

）
の
中
に
は
語
脱
が
い
く
つ
も
散
見
す
る
。
た
と

え
ば
敏
は
、à l

’université

「
大
学
時
代
の
…
…
」
や com

m
e vous le savez, je suis m

édecin, et lui suivait les cours de la faculté de droit

「
こ
承
知
の
ご
と
く
、

わ
た
し
は
医
者
で
あ
り
、
か
れ
は
と
い
え
ば
法
学
部
の
授
業
に
出
席
し
て
い
た
」
の
箇
所
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
。

い
ま
な
ら
「
局
外
者
」
は
「
門
外
漢
」、「
狭

き
ょ
う

窄さ
く

衣い

」
は
、「（
狂
人
用
）
拘
束
衣
」
と
で
も
訳
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
も
う
一
節
原
文
を
引
い
て
、
敏
の
訳
し
ぶ
り
を
見
て
み
よ
う
。

注
・
原
書
の
二
〇
二
〜
二
〇
三
頁
。

［
敏
訳
］
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dès le prem
ier instant

「
は
じ
め
か
ら
」
は
語
脱
で
あ
る
。d

’abord

「
ま
ず
」「
最
初
は
」
も
語
脱
で
あ
る
。
日
本
語
の
「
嵌は

ま

ら
せ
る
」
は
「（
女
に
）
お
ぼ
れ
さ
せ

る
」
の
意
で
あ
る
。
敏
は
古
風
な
表
現
を
開
い
た
。ll lui fallait cet hom

m
e

「
彼
女
に
は
こ
の
男
が
必
要
で
あ
っ
た
」
も
、
同
じ
く
語
脱
で
あ
る
。

こ
う
し
て
敏
の
訳
に
は
、
脱
行
が
多
々
あ
り
、
翻
訳
者
と
し
て
の
姿
勢
を
問
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

＊

敏
の
誤
訳
論
争
は
、
七
、
八
月
の
二
ヵ
月
ほ
ど
で
終
そ
く
し
た
が
、『
無
名
通
信
』
の
記
事
を
よ
ん
だ
和わ

気け

律り
つ

次じ

郎ろ
う

（
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
水
上
規き

矩く

夫お

、
一
八
八
八
〜
一
九

七
五
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
記
者
、
翻
訳
家
）
は
、
こ
の
記
事
に
触
発
さ
れ
た
も
の
か
、『
新
小
説
』
第
一
四
年
第
一
一
巻
（
明
治
42
・
11
）
の
「
譚
叢
」
に
お
い
て
、

―

粥か
ゆ

　
　
杖づ

え

（
翻
訳
難
と

　
　

御
風
氏
孤
雁
氏
）

注
・
粥
杖
と
は
正
月
十
五
日
、
あ
ず
き
粥
を
煮
る
と
き
の
燃
え
さ
し
の
木
を
削
っ
て
つ
く
っ
た
杖
。

と
い
っ
た
表
題
の
も
と
に
、
相
馬
御ぎ

ょ

風ふ
う

（
本
名
・
昌
治
、
一
八
八
三
〜
一
九
五
〇
、
明
治
か
ら
大
正
期
の
詩
人
、
評
論
家
。
早
大
英
文
科
卒
業
後
、『
早
稲
田
文
学
』
の
編

集
に
従
事
）
と
吉
江
孤こ

雁が
ん

（
本
名
・
喬た

か

松ま
つ

、
一
八
八
〇
〜
一
九
四
〇
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
詩
人
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
。
早
大
英
文
科
卒
業
後
、『
新
古
文
林
』
の
編
集
に

従
事
、
の
ち
四
年
に
わ
た
る
留
学
を
お
え
て
早
大
仏
文
科
教
授
）
の
訳
業
を
批
判
し
た
。「
上
田
敏
氏
の
誤
訳
事
件
に
は
大

お
お
い

に
議
論
す
べ
き
余
地
が
有
っ
た
が
…
…
」
と
の

べ
た
あ
と
、「
御
風
孤
雁
二
氏
の
誤
訳
に
至
つ
て
は
驚

お
ど
ろ

く
よ
り
外ほ

か

に
途み

ち

は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
」
と
あ
る
。

御
風
が
訳
し
た
ト
ウ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
（
一
八
一
八
〜
八
三
、
ロ
シ
ア
の
作
家
）
の
『
そ
の
前
夜
』（
一
八
六
〇
）『
父
と
子
』（
一
八
六
二
）、
孤
雁
が
訳
し
た
『
ツ
ル
ゲ
ー
子

フ
短
篇
集
』（『
猟
人
日
記
』
一
八
四
二
〜
五
二
）
は
、
も
し
こ
れ
ら
が
“
翻
訳
”
と
呼
べ
る
も
の
な
ら
、
世
の
中
に
翻
訳
く
ら
い
容
易
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
。
そ

し
て
こ
の
二
人
の
誤
訳
が
、
い
か
に
は
な
は
だ
し
き
も
の
で
あ
る
か
読
者
諸
君
に
紹
介
し
た
い
、
と
い
い
、
具
体
的
に
原
文
（
英
訳
）
を
引
い
て
、
そ
の
ま
ち
が
い
を
指
摘

し
た
。

た
と
え
ば
、『
父
と
子
』
を
例
に
と
る
と
、
一
頁
に
平
均
一
ッ
半
誤
訳
が
あ
る
か
ら
、
一
冊
三
五
九
頁
の
な
か
に
五
三
八
・
五
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
。
孤
雁
氏
の
翻
訳
に

も
、
御
風
氏
と
お
な
じ
よ
う
に
一
頁
に
二
ッ
位
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
『
ツ
ル
ゲ
ー
子
フ
短
篇
集
』
の
誤
訳
の
総
数
は
、
数
百
を
算
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
の
べ
て
い
る
。
評
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家
が
相
馬
と
吉
江
に
求
め
た
点
は
、
今
後
は
翻
訳
家
と
し
て
の
責
任
を
ま
っ
と
う
し
て
欲
し
い
こ
と
。
文
章
の
上
手
へ
た
は
差
し
つ
か
え
な
い
が
、
一
般
読
者
は
、
原
文
と

対
照
す
る
こ
と
の
労
を
惜
し
む
か
ら
、
看
板
に
い
つ
わ
り
な
い
よ
う
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
四
十
二
年
九
月
中
旬

―
上
田
敏
の
反
論
「
小
生
の
翻
訳

（上）
　（下）
」
が
出
、
誤
訳
論
争
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら

―
『
読
売
新
聞
』（
日
曜
版
、
明
治
42
・
9
・
19
付
）

は
、「
翻
訳
雑
話
」（
三
段
組
み
）
を
掲
載
し
た
。
執
筆
者
は
生う

ぶ

方か
た

敏と
し

郎ろ
う

（
一
八
八
二
〜
一
九
六
九
、
随
筆
家
・
小
説
家
・
評
論
家
。
早
大
英
文
科
を
卒
業
後
、『
東
京
朝

日
』『
や
ま
と
新
聞
』『
早
稲
田
文
学
』
の
記
者
。『
明
治
大
正
見
聞
史
』
春
秋
社
、
大
正
15
・
11
を
著
し
た
）
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
翻
訳
に
つ
い
て
の
と
り
と
め
の
な
い
話
を
し
た
も
の
だ
が
、
一
ヵ
月
以
上
も
前
の
誤
訳
論
争
が
歯
切
れ
の
わ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
埋
め
合
わ

せ
に
『
読
売
新
聞
』
の
方
で
用
意
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
生
方
の
記
事
の
要
旨
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

―
西
洋
文
学
の
翻
訳
が
近
ご
ろ
だ
い
ぶ
読
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
訳
者
は
原
著
者
の
崇
拝
者
か
研
究
者
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
。
近
ご
ろ
誤
訳
告
発
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
古
株
連
が
け
ん
か

面づ
ら

で
さ
わ
ぎ
立
て
、
一
つ
で
も
他
人
の
失
策
を
み
つ
け
る
と
、
鬼
の
首
で
も
取
っ
た
よ
う
に
天
下
に
呼
号
す
る
。

誤
訳
だ
重
訳
だ
と
い
う
よ
う
な
コ
セ
〳
〵
し
た
こ
と
は
、
衒
学
者
や
中
学
の
文
典
教
師
ら
に
ま
か
せ
、
訳
者
は
よ
ろ
し
く
原
作
者
の
心
の
な
か
に
入
る
こ
と
を
心
が
け
る

べ
き
で
あ
る
。
翻
訳
と
い
え
ば
、
す
ぐ
思
い
出
す
名
前
は
、
二
葉
亭
氏
と
森
鷗
外
先
生
で
あ
る
。
上
田
敏
氏
は
西
洋
文
学
の
紹
介
者
と
し
て
、
文
献
に
偉
勲
あ
る
人
で
あ
る
。

翻
訳
の
方
法
は
、
鷗
外
氏
を
学
ん
で
、
そ
れ
よ
り
一
歩
も
出
て
い
な
い
。
等
々
。

生
方
の
こ
の
記
事
が
『
読
売
新
聞
』
に
載
っ
て
十
日
ほ
ど
す
る
と
、『
無
名
通
信
』
は
ロ
シ
ア
語
学
者
・
八
杉
貞さ

だ
と
し利

（
一
八
七
六
〜
一
九
六
六
）
の
「
我
国
に
輸
入
せ
ら

れ
た
る
露
西
亜
文
学
に
つ
き
て
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

―
か
っ
て
文
壇
の
あ
る
大
家
は
、
外
国
文
学
の
翻
訳
は
、
た
だ
誤
訳
の
な

い
逐
語
訳
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
。
そ
の
訳
が
一
般
読
者
を
お
も
し
ろ
く
読
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
に
も
な
ら
ぬ
、
と
い
っ
た
こ
と
を
記
憶

し
て
い
る
。
わ
た
し
も
ま
た
こ
の
意
見
で
あ
る
。

多
少
の
誤
訳
や
字
句
の
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
量
に
お
い
て
は
な
る
べ
く
多
く
、
質
に
お
い
て
は
な
る
べ
く
お
も
し
ろ
く
訳
し
て
、
外
国
文
学
の
趣
味
を
わ
が
読
書

界
に
伝
え
る
の
が
今
日
の
急
務
で
あ
る
。
さ
さ
い
の
誤
訳
が
あ
る
か
ら
と
て
全
体
を
棄
て
る
こ
と
を
じ
ぶ
ん
は
し
な
い
。
ち
か
ご
ろ
ロ
シ
ア
文
学
の
誤
訳
ば
な
し
が
よ
く
聞

え
る
に
つ
け
、
そ
の
大
綱
の
う
え
か
ら
、
小
さ
い
こ
と
は
こ
れ
を
大
目
に
見
、
そ
の
貢
献
を
歓
迎
し
た
い
、
と
述
べ
た
。

＊
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森
　
鷗
外

上
田
敏
が
じ
ぶ
ん
に
た
い
す
る
誤
訳
告
発
の
弁
明
文
を
『
読
売
新
聞
』
に
載
せ
た
約
三
年
後
、

―
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
五
月
二
十
九
日
と
三
十
日
に
、
こ
ん

ど
は
文
壇
の
寵
児
の
ひ
と
り
森
鷗
外
（
本
名
・
林
太
郎
、
一
八
六
二
〜
一
九
二
二
、
明
治
か
ら
大
正
期
の
軍
医
、
小
説
家
・
評
論
家
・
翻
訳
家
）
が
、
同
紙
に
お
い
て
慶
応

義
塾
大
学
の
ド
イ
ツ
語
教
授
・
向

む
こ
う

軍
治
（
一
八
六
五
〜
一
九
四
三
、
独
逸
学
協
会
学
校
、
神
教
神
学
校
に
ま
な
ぶ（

19
））

に
よ
っ
て
、
そ
の
訳
業
を
非
難
さ
れ
た
。

当
時
の
翻
訳
界
に
お
い
て
一い

っ

頭と
う

地ち

を
抜
い
て
い
た
の
は
（
他
よ
り
も
ぬ
き
ん
で
て
い
た
の
意
）
森
鷗
外
で
あ
っ
た（

20
）。

向
が
槍
玉
に
あ
げ
た
の
は
、
鷗
外
訳
「
寂
し
き
人
々
」（
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
・
詩
人
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
［
一
八
六
二
〜
一
九
四
六
］
のD

ie E
insam

e 

M
enschen, 1890

）
で
あ
り
、
つ
い
で
文
部
省
の
文
芸
委
員
会
が
、
ド
イ
ツ
語
の
で
き
な
い
鷗
外
に
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
一
八
〇
八
〜
三
一
）
の
翻
訳
を
委
嘱
し

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
記
事
は
、
題
し
て
「
森
鷗
外
氏
の
翻
訳
と
文
部
省
の
責
任

　
（上）
　（下）
」
と
い
う
。
向
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
国
宝
と
も
い
う
べ
き
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
が
、
幽
霊
の
よ
う
な
翻
訳
に
で
も
な
っ
た
ら
、
世
界
の
物
笑
い
は
と
も
か
く
、
神
聖
な
芸
術
に
た
い
し
て
申
し
訳
な
い
と
い
う
。

訳
書
『
寂
し
き
人
々
』（
明
治
44
・
2
・
16
〜
4
・
25
ま
で
の
間
、『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
7
・
1
金
尾
文
淵
堂
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
）
は
、
向
に
よ
る

向　軍治
（『三田評論』昭和37・1）より。

森　鷗外
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と
森
氏
の
訳
は
い
か
に
も
“
蕪ぶ

雑ざ
つ

”（
こ
と
ば
が
乱
れ
、
筋
道
が
立
た
ぬ
も
の
）
で
あ
る
と
い
う
。
も
し
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
訳
が
、

「
寂
し
き
人
々
」
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
文
部
省
も
考
え
直
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
。
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
よ
う

な
や
さ
し
い
文
章
す
ら
容
易
に
読
め
な
い
人
に
、
ゲ
ー
テ
や
シ
ル
レ
ル
の
も
の
が
読
め
る
は
ず
が
な
い
。

つ
ぎ
に
引
く
も
の
が
、
問
題
の
一
部
分
だ
と
い
う
。

［
向
軍
治
訳
］

［
森
鷗
外
訳
］

大
変
面
白
い
御
説
教
だ
っ
た
ね
。
ね
、
ゲ
ー
テ
。

今
の
御
説
教
は
好よ

く
出
来
た
ぢ
や
な
い
か
。
お
前
さ
ん
は
さ

う
思
は
な
い
か
い
（
六
頁
）。

で
も
、
お
母
様
そ
れ
は
却

か
へ
つ

て
困
り
ま
す
よ
。
私
に
な
ん
ぞ
似

て
貰も

ら

ひ
た
く
御
座
い
ま
せ
ん
。

ど
う
ぞ
、
お
母
様
そ
ん
な
事
を
仰

お
つ
し

や
ら
な
い
で
下
さ
い
ま
し
。

私
に
な
ん
ぞ
似
て
は
困
り
ま
す
。
私
は
似
て
貰
は
う
な
ん
ぞ
と

は
思
て
ゐ
な
い
の
で
す
も
の
（
八
頁
）。

ま
る
で
ゴ
ラ
イ
ア
ス
の
手
の
様や

う

で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
、
あ
の
大
き
な
棒
を
持
つ
て
入い

ら
つ
し
や
る
神
様
が
ご

ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
ヘ
ラ
ク
レ
エ
ス
様
の
や
う
な
お
手て

ゝ々

で
ご

ざ
い
ま
す
（
九
頁
）。

汝な
ん
じわ

れ
を
祝
せ
ば
さ
ら
し
め
ず
（
聖
書
の
句
）

よ
し
や
汝
我わ

れ

を
祝
す
と
も
我
汝
を
免ゆ

る

さ
じ
（
二
三
頁
）。

お
父
様
、
只た

だ
い
ま今

は
外
の
庭
が
余
程
宜よ

ろ

し
う
御
座
り
ま
す
。
部

屋
の
中
よ
り
遙

は
る
か

暖
あ
た
ゝ
かで

す
。

お
父
様
、
あ
ち
ら
の
外
の
方
が
庭
が
見
え
て
宜
し
う
ご
ざ
い

ま
す
が
。
あ
の
却

か
え
つ

て
室
内
よ
り
あ
ち
ら
の
方
が
暖
い
位
で
ご
ざ

い
ま
す
の
云う

ん
ぬ
ん云

（
二
八
頁
）。

皆み
な

貴あ
な
た君

の
先
生
で
す
か
。

こ
の
先
生
方
の
講
義
を
み
な
お
聞
き
に
な
つ
た
の
で
す
か
な

（
二
九
頁
）。

（
主
人
）
君
は
何な

ぜ
笑
ふ
の
。

（
主
人
）
君
何
を
笑
ふ
の
だ
い
。

（
画
家
）
僕
？

　
何
故
だ
つ
て
面
白
い
か
ら
さ
。

（
画
家
）
僕
か
ね
、
な
ぜ
問
ふ
の
だ
、
面
白
い
か
ら
笑
ふ
の

さ
。

（
主
人
）
面
白
い
？

（
主
人
）
君
は
面
白
い
の
か
ね
。

鷗外の訳業を批判した向軍次の記事（『読売新聞』明治45・5・29付）
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（
画
家
）
さ
う
さ
。
そ
れ
が
何ど

う
し
た
。

（
画
家
）
面
白
い
よ
、
君
は
僕
が
面
白
が
る
理
由
を
認
め
な

い
の
か
ね
（
三
一
頁
）。

向
が
指
摘
す
る
鷗
外
の
欠
点
は
、
㈠ 

古
文
体
が
じ
ょ
う
ず
で
は
あ
る
が
、
そ
の
言
文
一
致
は
文
に
も
何
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
㈡ 

原
著
者
の
言
外
の
意
味
を
玩
味
で
き

な
い
。
㈢ 

平
易
な
文
の
く
せ
に
誤
訳
が
多
い
。
㈣ 

会
話
に
お
け
る
語ご

ろ呂
（
こ
と
ば
の
し
ゃ
れ
）
を
理
解
で
き
な
い
。
㈤ 

口
述
の
翻
訳
を
筆
工
に
書
か
せ
、
そ
の
ま
ま
訂
正

し
な
い
で
出
版
し
て
い
る
等

（々
21
）。

そ
し
て
向
の
結
論
は
、
ま
だ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
訳
が
出
な
い
か
ら
、
文
部
省
の
責
任
を
問
う
の
も
無
意
味
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
け
っ
き
ょ
く
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
二
巻
本
と
し
て
冨
山
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

鷗
外
は
『
読
売
新
聞
』
に
載
っ
た
向
の
記
事
を
よ
ん
だ
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
日
の
『
日
記
』
に
、

―

（
明
治
45
・
5
）

二
十
九
日
（
水
）。（
前
文
略
）
向
軍
次
の E

（

寂

し

き

人

々

）

insam
e

M
enschen 

誤
訳
指
摘
読
売
新
聞
に
出
で
は
じ
ぬ

と
記
し
た（

22
）。 

『
読
売
新
聞
』
に
載
っ
た
向
の
誤
訳
指
摘
の
記
事
に
た
い
し
て
、
鷗
外
は
何
ら
反
論
を
発
表
し
な
か
っ
た
。
が
、
内
心
批
判
者
に
た
い
し
て
い
ろ
い
ろ
不
服
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
鷗
外
に
は
「
田で

ん

楽が
く

豆と
う

腐ふ

」
と
題
す
る
短
篇
小
説
が
あ
る
。
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
一
日
に
書
き
お
え
、
大
正
元
年
（
一
九
一
一
）
九
月
一
日
発
行
の
雑
誌

『
三
越（

23
）』（

第
二
巻
第
十
号
）
に
“
鷗
外
”
の
署
名
で
発
表
さ
れ
た
。

作
品
の
冒
頭
一
、
二
ペ
ー
ジ
に
、
主
人
公
の
木
村
（
お
そ
ら
く
鷗
外
本
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
と
女
房
と
の
間
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

―
あ
な
た
植
物
園
へ
入
ら
っ
し
ゃ
っ
て
と
、
台
所
か
ら
細
君
が
声
を
か
け
た
。

―
そ
う
さ
な
あ
、
往
こ
う
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
と
、
木
村
は
新
聞
の
間
に
畳
み
込
ん
で
あ
る
附
録
を
引
き
だ
し
て
広
げ
な
が
ら
い
っ
た
。
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―
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
涼
し
い
う
ち
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
よ
。
い
ま
何
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
。

こ
の
話
し
声
に
ま
じ
っ
て
、
洗
っ
た
皿
を
カ
ゴ
の
中
に
伏
せ
る
音
が
す
る
。

―
い
ま
か
い
。
蛙

か
え
る

を
呑の

ん
で
い
る
最
中
だ
。

台
所
で
細
君
が
み
じ
か
い
笑
い
声
を
も
ら
し
た
。「
蛙
を
呑
む
」
と
い
う
の
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
（
一
八
四
〇
〜
一
九
〇
二
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
）
の
こ
と
ば
で
あ

る
。
作
家
は
毎
朝
、
新
聞
で
悪
口
を
い
わ
れ
る
。
そ
の
悪
態
を
ぐ
っ
と
呑
み
込
む
の
だ
。
生
き
た
蛙
を
丸
呑
み
す
る
よ
う
に
が
ま
ん
す
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
木
村
は
、

毎
日
の
よ
う
に
新
聞
で
悪
口
を
い
わ
れ
て
い
る
。
い
っ
と
き
最
ん
に
翻
訳
を
や
っ
た
の
で
、
翻
訳
家
と
い
う
肩
書
が
つ
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
つ
い
こ
の
間
、
勇
猛
な
批
評
家
（
向
軍
治
の
こ
と
か
）
が
出
て
、
木
村
の
翻
訳
は
誤
訳
だ
ら
け
だ
と
喝か

っ

破ぱ

し
た
。
そ
れ
は
大
い
に
う
け
た
。
木
村
を
弁
護
す
る

者
で
も
、
誤
訳
で
な
い
ま
で
も
拙
訳
（
ま
ず
い
訳
）
だ
と
い
っ
た
。
そ
の
た
め
木
村
の
書
く
も
の
に
は
何
一
つ
価
値
の
あ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

い
ま
木
村
は
、
新
し
い
肩
書
き
を
ち
ょ
う
だ
い
し
た
。「
誤
訳
家
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
夏
か
ら
各
紙
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
批
評
家
が
入
り
替
り
、
立
ち

替
り
、
誤
訳
者
木
村
を
ひ
や
か
し
て
い
る
。

例
の
誤
訳
退
治
の
と
き
、
細
君
は
、

―
あ
な
た
本
当
に
間
違
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
な
ん
と
か
い
っ
て
お
や
り
な
さ
い
な
。

と
い
う
と
、
木
村
は

―
と
こ
ろ
が
な
ん
と
も
い
わ
な
い
ね
。

と
い
っ
た
。

―
で
は
間
違
っ
て
い
た
の
。

と
い
う
と
、

―
間
違
い
な
も
ん
か
。
間
違
え
た
っ
て
、
蛙
の
み
つ
け
る
よ
う
な
間
違
い
は
し
な
い
、
と
い
っ
た
。

こ
の
短
篇
の
制
作
時
期
か
ら
考
え
て
、
こ
の
作
品
は
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
鷗
外
の
う
っ
憤
を
晴
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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い
る
。

翻
訳
の
中
味
に
は
い
っ
さ
い
ふ
れ
ず
、
あ
た
か
も
こ
の
邦
訳
が
雅
馴
な
日
本
語
の
形
成
に
資
す
る
よ
う
な
批
評
で
あ
る
。
し
か
し
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
翻
訳
が
公
刊
さ

れ
て
か
ら
、
伊
庭
孝
、
杉
梅
三
郎
、
向
軍
治
、
沼
波
武
夫
な
ど
か
ら
、
翻
訳
上
の
誤
り
に
つ
い
て
の
指
摘
を
う
け
た
。
中
で
も
向
軍
治
は
『
新
人
』
と
い
う
雑
誌
で
誤
訳
を

指
摘
し
た
（
大
正
二
年
九
月
以
前
の
号
で
あ
る
ら
し
い
、
未
見（

24
））。

そ
の
指
摘
に
た
い
し
て
、
鷗
外
は
「
向
君
に
は
私
は
ま
だ
礼
を
言
は
ず
に
い
る
。
新
人
の
書か

き

振ぷ
り

で
は
、

私
な
ん
ぞ
が
礼
を
言
っ
た
っ
て
受
け
ら
れ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
こ
こ
で
感
謝
の
意
だ
け
発
表
し
て
お
く
」（「
不
苦
心
談
」）
と
、
応
え
て
い
る
。

＊

雑
誌
『
新
日
本
』
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
七
月
末
か
ら
十
一
月
末
ま
で
四
回
に
わ
た
っ
て
「
日
本
に
於
け
る
イ
プ
セ
ン
劇
の
誤
訳
を
嗤わ

ら

ふ
」
と
題
す
る
誤
訳
を
指

摘
す
る
記
事
を
の
せ
た
。
や
り
玉
に
あ
げ
た
の
は
、
主
と
し
て

―

森
鷗
外

　
　
　
草
野
柴
二

　
　
　
千
葉
掬
香

島
村
抱
月

　
　
湯
浅
温

　
　
　
　
柳
川
春
葉

佐
藤
紅
緑

ら
四
名
で
あ
る
。
批
評
者
は
「
尻し

沢さ

辺べ

の
布め

刈か
り

」
と
い
っ
た
変
わ
っ
た
筆
名
を
も
つ
水
産
植
物
学
者
・
遠
藤
吉き

ち

三さ
ぶ

郎ろ
う

（
一
八
七
四
〜
一
九
二
一
、
二
高
を
へ
て
東
京
帝
大
動

植
物
学
科
卒
。
の
ち
札
幌
農
学
校
教
授
。
明
治
44
〜
大
正
3
年
ま
で
ド
イ
ツ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
）
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
七
名
の
訳
者
の
う
ち
か
ら
、

鷗
外
訳
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
冨
山
房
、
大
正
二
年
一
月
〜
二
月
刊
）
の
書
評
め
い
た
記
事
と
し
て
、
雑
誌

『
新
日
本
』（
大
正
2
・
4
・
27
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
主
旨
の
も
の
を
掲
載
し
た
。

―
訳
語
が
原
文
の
荘
麗
典

雅
な
韻
津
に
劣
ら
な
い
豊
麗
な
現
代
国
語
で
あ
る
。
訳
文
そ
の
も
の
が
博
士
の
五
十
年
来
蓄
蔵
し
、
研
究
し
、

洗
練
せ
ら
れ
た
日
本
語
の
集
大
成
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
文
学
と
し
て
か
っ
て
見
な
い
豊
富
な
語
い
が
、
そ

の
中
に
自
由
自
在
に
駆
使
せ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
語
の
改
造
と
い
う
点
か
ら
も
、
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
て

島村抱月
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森
鷗
外
の
訳
文
「
ノ
ラ
」
と
島
村
抱ほ

う
げ
つ月

（
一
八
七
一
〜
一
九
一
八
、
明
治
か
ら
大
正
期
の
評
論
家
・
劇
作
家
、
の
ち
早
大
教
授
）
に
よ
る
イ
プ
セ
ン
（
一
八
二
八
〜
一
九
〇

六
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
作
家
）
の
「
脚本 

人
形
の
家
（
完
）
抱
月
訳
」（
一
八
七
九
年
）
の
訳
業
に
つ
い
て
の
遠
藤
の
批
判
に
耳
を
か
た
む
け
て
み
よ
う
。

こ
の
あ
と
批
評
家
の
遠
藤
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
の
原
書
と
鷗
外
と
抱
月
の
訳
と
を
対
照
し
つ
つ
、
両
者
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
鷗
外
は
ド
イ
ツ
語
訳
か
ら
、
抱
月
は

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ー
チ
ャ
ー
の
英
訳
と
ラ
ン
ゲ
の
独
訳
か
ら
訳
し
た
。
第
一
幕
目
に
現
れ
た
日
常
の
慣
用
句
を
両
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
と
い
う
。

［
遠
藤
訳
］

［
鷗
外
訳
］

［
抱
月
訳
］

大
奮
発
で
し
た
ね
。

好よ

く
思
ひ
立
ち
な
す
つ
た
の
ね
。

勇
気
が
あ
り
ま
す
ね
。
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魚
の
如
く
新
鮮
に
。

え
ゝ
〳
〵
、
清し

水み
づ

の
中
の
お
肴

さ
か
な

の
や
う
に
な
つ
て
帰
り

ま
し
た
の
。

鍛き
た

へ
た
様
に
達た

つ

者し
や

に
な
り
ま
し
た
。

如い

か何
に
も
御

ご
も
つ
と
も尤

で
。

な
ん
で
も
な
い
の
よ
。

な
あ
に
誰た

れ

で
も
な
い
ん
で
す
よ
。

ね
ッ
ね
ッ
。

ど
う
で
せ
う
。

出
来
ま
す
か
。

如
何
に
も
其
通
り
。

ま
あ
、
そ
ん
な
も
の
で
す
わ
。

え
ゝ
。

正ま
さ

に
其
通
り
。

確
実
で
す
。

確
か
に
さ
う
で
す
。

そ
の
他
、
誤
訳
と
み
と
め
ら
れ
る
例
を
さ
ら
に
列
挙
し
て
い
る
。

お
前
は
矢
つ
張
り
女
で
御
座
候
。

こ
ら
、
お
前
は
矢
張
り
女
だ
な
あ
。

こ
れ
、
ノ
ラ
！
お
前
は
何
て
女
だ
ら
う
。

お
や
又
あ
な
た
、
其
事
で
妾

あ
た
し

を
チ
ヨ
ス
の
ね
。

又
あ
の
事
を
云
つ
て
、
わ
た
し
を
揶か

ら
か揄

ふ
の
ね
。

あ
ら
、
あ
な
た
は
、
ま
た
そ
ん
な
事
を
言
ひ
出
し
て
、

私
を
か
ら
か
う
つ
も
り
。

奥
さ
ん
は
御お

き気
が
強
い
で
す
ね
。

は
あ
、
ひ
ど
く
大だ

い

膽た
ん

で
す
ね
。

思
い
切
り
が
よ
う
が
す
な
奥
さ
ん
。

用
達
小
僧
。

傅で
ん
び
ん便

使
い
の
男

遠
藤
に
よ
る
と
、
鷗
外
と
抱
月
の
訳
を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
原
作
の
一
句
を
も
省
略
せ
ず
、
精
細
を
き
わ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
直
訳
に
す
ぎ
、
原
文
を

文
字
通
り
訳
し
て
い
る
た
め
、
何
の
意
味
か
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
後
者
は
簡
略
に
す
ぎ
、
原
作
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
。
原
文
の
意
義
情

調
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
評
者
が
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
イ
プ
セ
ン
を
翻
訳
し
た
け
れ
ば
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
を
十
年
学
ん
だ
の
ち
、
ま
じ
め
に
訳
し
て
も

ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（「
現
代
の
翻
訳
界
に
警
告
す
」『
帝
国
文
学
』
第
十
一
巻
第
九
号
所
収
、
明
治
38
・
9
）。
鷗
外
は
『
新
日
本
』
に
出
た
訳
文
ノ
ラ

（「
人
形
の
家
」
の
こ
と
）
の
批
評
を
よ
み
、
そ
の
内
容
の
全
体
に
不
服
を
お
ぼ
え
、「
単
語
の
評
に
答
ふ
る
に
単
語
の
評
を
以
て
し
た
」
と
い
い
、
反
論
め
い
た
記
事
を

『
歌
舞
伎
』
第
一
七
四
号
（
大
正
3
・
12
・
1
）
に
発
表
し
た
。
こ
の
記
事
は
、
の
ち
「
亡な

く
な
つ
た
原
稿
」
と
題
し
て
『
妄
人
妄
語
』
に
収
め
ら
れ
た
。

譯
文
ノ
ラ
の
評
と
云
ふ
の
は
、
私
の
ノ
ラ
を
ド
イ
ツ
文
か
ら
譯
し
た
も
の
だ
と
し
、
島
村
抱
月
君
の
ノ
ラ
を
イ
ギ
リ
ス
文
か
ら
譯
し
た
も
の
だ
と
し
て
、
評
者
自
己
は
ノ（

ノ
ル
ウ
ェ
ー
）

ル
ヱ
イ
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の
原
文
に
據
つ
て
右
の
二
つ
の
譯
の
當
否
を
裁
判
す
る
こ
と
に
し
て
あ
る
。
詰
ま
り
す
ば
ら
し
く
高
い
處
に
地
歩
を
占
め
て
、
私
と
島
村
君
と
を
脚
下
に
見
て
、
え
ら
い
事
を
言
ふ
。

脚
下
に
蠢

う
ご
め

い
て
ゐ
る
私
や
島
村
君
は
、
ど
ち
ら
も
ノ
ル
ヱ
イ
文
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、
私
に
し
ろ
、
島
村
君
に
し
ろ
旨
く
譯
し
當
て
ゝ
ゐ
た
ら
、
そ
れ
は
偶ぐ

う

中ち
ゅ
う（

ま
ぐ
れ

あ
た
り

―
引
用
者
）
で
あ
る
。
頭
か
ら
當
る
も
當
ら
ぬ
も
あ
つ
た
も
の
で
は
な
い
。

評
者
は
ノ
ル
ヱ
イ
文
に
據
つ
て
宣
告
を
す
る
に
し
て
も
、
若
し
私
の
譯
を
ば
ド
イ
ツ
文
に
引
き
較
べ
、
島
村
君
の
譯
を
ば
イ
ギ
リ
ス
文
に
引
き
較
べ
る
だ
け
の
手
數
を
掛
け
て
く

れ
た
ら
、
二
人
の
譯
の
當
否
と
云
ふ
も
の
が
定
め
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
併
し
高
く
止
ま
つ
て
ゐ
る
評
者
は
、
そ
ん
な
事
を
す
る
の
を
屑

い
さ
ぎ
よし

と
し
な
い
。

私
は
批
評
を
讀
ん
で
腑
に
落
ち
ぬ
事
が
多
か
つ
た
。
そ
こ
で
何
か
書
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
な
つ
た
時
、
批
評
の
評
を
書
か
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
Ｘ
記
者
を
待
た
せ
て
置
い
て
、
大
急
ぎ
で
書
き
な
ぐ
つ
た
。

鷗
外
が
不
満
に
お
も
っ
た
の
は
、
評
者
が
じ
ぶ
ん
の
訳
と
抱
月
の
訳
と
の
主
な
る
違
い
を
指
摘
せ
ず
、
た
だ
訳
の
単
語
の
違
っ
て
い
る
の
を
た
く
さ
ん
羅
列
し
て
い
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

日
夏
耿こ

う

之の

介す
け

（
一
八
九
〇
〜
一
九
七
一
、
大
正
か
ら
昭
和
期
の
詩
人
・
批
評
家
・
英
文
学
者
、
の
ち
早
大
教
授
）
は
、『
新
日
本
』
に
連
載
さ
れ
た
遠
藤
の
誤
訳
指
摘
記

事
を
興
味
を
も
っ
て
よ
ん
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
遠
藤
評
に
つ
い
て
、「（
鷗
外
訳
を
）
誤
訳
と
称
し
た
の
は
向
軍
治
氏
と
遠
藤
理
学
博
士
で
、
前
者
は
文
法
か
ら
見
れ

ば
と
居
直
り
、
後
者
は
那

（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）

威
語
に
精
通
し
身
親
し
く
そ
の
土
を
踏
ん
だ
者
か
ら
見
れ
ば
と
、
か
さ
に
か
か
っ
て
（
上
か
ら
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
威
圧
的
な
態
度
を
と
る
意

―
引
用
者
）
の
所
説
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。（
日
夏
耿
之
介
「
鷗
外 V

E
R

SU
S 

文
場

―
「
諸
家
の
鷗
外
観
」
読
後
の
文
を
求
め
ら
れ
て
」（『
鷗
外
研
究
』
第
七

号
所
収
、
鷗
外
全
集

　
著
作
篇

　
第
一
七
巻
附
録
、
昭
11
・
12
）。

そ
し
て
日
夏
は
、
評
者
遠
藤
の
こ
と
を
「
鷗
外
抱
月
二
氏
を
比
較
し
て
屠

バ
ツ
チ
ヤ
ア殺

評
し
た
愛あ

い

嬌き
ょ
うに

富と

む
門
外
漢
で
あ
っ
た
」
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
呼
ん
だ
。

む
す
び

大
方
の
日
本
人
は
、
外
国
語
を
学
ぶ
と
き
、
活
字
本
か
ら
入
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
母
語
で
あ
る
日
本
語
を
耳
か
ら
聞
い
て
、
ま
た
学
校
に
上
っ
て
か
ら
は
教
師
が
話

す
こ
と
ば
や
読
本
を
通
じ
て
、
国
語
力
を
つ
け
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
母
語
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
り
な
が
ら
、
自
然
に
一
定
て
い
ど
の
日
本

語
力
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。
が
、
外
国
語
と
な
る
と
、
子
ど
も
と
お
と
な
の
中
間
期
に
書
物
か
ら
入
っ
て
お
り
、
子
ど
も
の
と
き
か
ら
自
然
に
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
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イ
ツ
語
を
覚
え
込
ん
だ
人
々
と
お
な
じ
に
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。

読
書
か
ら
入
っ
た
語
学
は
、
多
く
の
短
所
や
弱
点
を
も
つ
の
が
当
然
で
あ
り
、
つ
ま
ら
ぬ
間
違
い
を
犯
す
。
外
国
文
は
一
読
し
た
だ
け
で
は
、
す
ぐ
わ
か
ら
な
い
。
二
、

三
度
よ
み
返
す
う
ち
に
少
し
づ
つ
わ
か
り
か
け
て
く
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
ま
っ
た
く
歯
が
立
た
ぬ
と
き
も
あ
る
。
そ
の
と
き
は
辞
引
の
や
っ
か
い
に
な
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
ま
る
で
辞
書
が
翻
訳
を
代
行
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
南
宋
の
儒
学
者
・
朱し

ゅ

熹き

（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
の
こ
と
ば
に
、「
読ど

く

書し
ょ

三さ
ん

到と
う

」
と
い
う
の
が
あ

る
。
こ
の
辞
句
の
意
味
は
、
心
と
目
を
書
物
に
集
中
し
、
口
で
書
物
を
よ
め
ば
、
必
ず
中
味
が
わ
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
が
、
外
国
文
学
の
ば
あ
い
、
お
い
そ
れ
と
理
解

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
原
文
を
語
学
的
に
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
自
体
が
ひ
じ
ょ
う
に
む
ず
か
し
い
。

語
学
教
師
は
、
と
き
に
珍
妙
か
つ
愚
鈍
な
誤
訳
を
教
場
で
や
り
な
が
ら
、
お
く
面
も
な
く
俸
給
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
い
る
。
教
場
で
の
翻
訳
は
、
数
十
名
の
学
生
を
相
手

に
舌4

だ
け
で
や
っ
て
い
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
他
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
と
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
た
誤
訳
は
、
末
代
に
わ
た
っ
て
人
の
眼
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
（
佐
々
木
直
次
郎
「
翻
訳
苦
楽
抄
」）。

翻
訳
の
事
業
が
さ
か
ん
に
な
れ
ば
、
誤
訳
指
摘
の
火
の
手
が
あ
ち
こ
ち
で
起
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
い
っ
と
き
語
学
の
達
者
な
人
士
が
誤
訳
指
摘
と
い
う
あ
ら
捜
し
の
分

野
に
ま
で
進
出
し
、
誤
訳
し
た
相
手
を
「
乱
訳
家
」
と
し
て
指
弾
し
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
西
洋
小
説
が
文
学
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
西
南
戦
争
を
ピ
ー
ク
と
し
て
維
新
以
来
の
兵
乱
が
お
さ
ま
っ
た
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。
日
本
は
や
や
安あ

ん

堵ど

し
た
状
態
に
入
っ
た
。
平
和
文
明
の
準
備
段
階
に
入
り
、
同
十
五
、
六
年
ご
ろ
か
ら
新
文
芸
の
準
備
期
が
は
じ
ま
っ
た（

25
）。

翻
訳
文
学
は
近
代
日

本
文
学
史
上
、
大
き
な
位
置
を
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
初
年
か
ら
二
十
年
ご
ろ
の
欧
化
主
義
の
時
代
、
わ
が
国
に
ま
だ
見
る
べ
き
文
学
が
現
わ
れ
ぬ
こ
ろ（

26
）、“

翻
訳

時
代
”
が
現
出
し
た
。
翻
訳
者
は
文
学
専
攻
者
で
は
な
く
、
政
治
家
・
官
吏
・
教
師
・
新
聞
記
者
ら
が
余
技
的
に
や
っ
た（

27
）。

　

明
治
時
代
の
四
十
五
年
間
に
お
け
る
「
翻
訳
文
学
」
の
発
達
の
跡
を
た
ど
る
と
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
三
期
に
大
別
で
き
よ
う
か
。

第
一
期
…
…
明
治
初
年
か
ら
同
十
年
代
（
啓
蒙
家
活
動
の
準
備
時
代
）

第
二
期
…
…
明
治
十
一
年
か
ら
同
二
十
年
代
（
政
治
小
説
全
盛
期
を
へ
て
、
西
洋
文
学
の
紹
介
翻
訳
が
盛
ん
に
な
る
）

第
三
期
…
…
明
治
二
十
年
か
ら
同
四
十
年
代
（
翻
訳
の
進
歩
発
達
時
代
）

注
・
吉
武
好
孝
著
『
翻
訳
文
学
発
達
史
』（
三
省
堂
・
昭
和
18
・
7
）
と
柳
田
泉
著
『
明
治
初
期
の
翻
訳
文
学
』（
松
柏
館
書
店
、
大
正
元
・
8
）
を
参
照
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、
翻
訳
は
文
化
的
な
活
動
で
あ
る
が
、
明
治
期
の
翻
訳
を
大
観
す
る
と
、
か
な
り
蕪
雑
粗
笨
な
も
の
が
横
行
し
て
い
た
よ
う
だ
。
翻
訳
文
学
の
第
一
期

か
ら
第
二
期
に
お
け
る
傾
向
は
、
原
著
の
主
要
部
分
の
み
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
訳
者
は
そ
の
部
分
だ
け
を
選
び
、
他
は
す
べ
て
省

略
す
る
か
、
あ
る
い
は
お
お
よ
そ
の
意
味
だ
け
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
ま
た
と
き
に
翻
訳
者
は
原
著
の
タ
イ
ト
ル
や
筋
や
人
物
や
思
想
ま
で
も
て
き
と
う
に
脚
色
し
、
ま
っ

た
く
別
物
に
つ
く
り
替
え
た
。
こ
の
時
期
の
翻
訳
は
、
一
冊
ま
る
ご
と
訳
す
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
抄
訳
（
縮
訳
）
で
あ
っ
た
。
訳
文
は
漢
文
直
訳
体
と
い
お
う
か

―

漢
文
と
国
文
と
を
つ
き
交
ぜ
た
よ
う
な
奇
態
な
日
本
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
ん
に
ち
か
ら
観
る
と
、
じ
つ
に
佶き

っ

屈く
つ

（
文
字
や
文
章
が
む
ず
か
し
く
、
意
味
の
と
り
に
く
い

こ
と
）
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

翻
訳
界
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
従
い
、
ま
た
そ
の
潮
流
に
乗
っ
て
花
袋
や
敏
や
鷗
外
な
ど
は
、
海
外
文
芸
の
紹
介
を
お
こ
な
っ
た
。
西
洋
文
学
の
翻
訳
の
基
準
が
暗
黙
の

了
解
と
し
て
定
め
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
二
葉
亭
四
迷
が
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
猟
人
日
記
』
の
一
節
を
ロ
シ
ア
原
文
か
ら
訳
し
た
「
あ
ひ
び
き
」（
明
治
21
・

7
）
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
わ
が
国
の
翻
訳
文
学
は
、
新
し
い
発
展
段
階
に
入
っ
た（

28
）。

二
葉
亭
は
自
由
な
言
文
一
致
（
文
章
を
話
し
こ
と
ば
に
一
致
さ
せ
た
）
と
そ
れ
ま

で
だ
れ
も
手
を
つ
け
な
か
っ
た
原
文
尊
重
主
義

―
文
学
作
品
を
忠
実
に
訳
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

に
努
め
た
。

さ
て
本
論
に
立
ち
返
り
、
花
袋
・
敏
・
鷗
外
の
訳
業
に
た
い
す
る
非
難
の
当
否
や
瑕か

疵し

（
欠
点
）
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。
ま
だ
無
名
時
代
の
花
袋
は
、
ト
ル
ス
ト
イ

の
『
コ
サ
ア
ク
兵
』（
博
文
館
、
明
治
26
・
9
）
の
翻
訳
の
し
ご
と
を
も
ら
っ
た
と
き
、
内
心
歓
喜
し
た
よ
う
で
あ
る
。
語
学
は
不
完
全
だ
し
、
翻
訳
も
は
じ
め
て
で
あ
っ

た
か
ら
、
当
初
と
て
も
出
来
そ
う
に
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ど
う
や
ら
曲
り
な
り
に
漕
ぎ
つ
け
た
。
そ
の
翻
訳
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
か

っ
た
、
と
語
っ
て
い
る
（
田
山
花
袋
作
『
東
京
の
三
十
年
』）。

そ
の
後
、
か
れ
の
語
学
力
は
目
覚
し
い
進
歩
を
と
げ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
心
も
と
な
い
理
解
力
で
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
短
篇
や
キ
ー
ツ
の
詩
を
訳
し
た
。
あ
や
ふ
や
の
英

語
力
で
訳
し
た
も
の
だ
け
に
、
と
き
に
自
由
に
す
ぎ
、
原
作
か
ら
脱
線
し
た
の
は
欠
点
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
非
難
の
対
照
と
な
り
う
る
点
は

―
固
有
名
詞
の
誤
読
、
創

作
的
加
筆
、
自
由
訳
、
訳
し
落
し
、
意
訳
、
難
語
の
使
用
な
ど
で
あ
る
。
敏
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
、
ど
ち
ら
も
大
同
小
異
で
あ
る
。
原
文
の
省
略
、
創
作
的
加
筆
、
自
由
訳

（
創
作
文
）、
意
訳
、
訳
し
落
し
、
難
語
の
使
用
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
鷗
外
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
。

鷗
外
は
明
治
三
十
八
、
九
年
（
一
九
〇
五
、
六
年
）
の
ご
ろ
、「
予
の
若
い
時
分
の
翻
訳
は
、
原
文
の
各
部
分
を
そ
の
ま
ゝ
伝
え
る
と
い
う
標
準
か
ら
す
る
と
、
も
と
よ

り
欠
点
の
す
く
な
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
あ
る
人
に
い
っ
た
ら
し
い
（『
明
治
文
壇
の
人
々

　
三
田
文
学
』
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
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平
成
5
・
7
）。

鷗
外
は
、「
わ
が
訳
文
を
欧
文
と
く
ら
べ
見
て
評
せ
ん
人
は
、
か
な
ら
ず
獨
逸
文
に
依
ら
れ
ん
こ
と
を
」（「
我わ

が

訳
稿
に
就つ

き
て
」『
志
が
ら
み
草
紙
』
第
五
二
号
所
収
、
明

治
27
・
1
）
と
、
誤
訳
指
摘
に
た
い
し
て
若
い
時
分
か
ら
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
。
評
家
が
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
訳
業
は
い
ろ
い
ろ
欠
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め

な
い
。『
即
興
詩
人
』（
春
陽
堂
、
明
治
35
・
9
）
は
、
原
作
（
ド
イ
ツ
訳
）
以
上
と
い
っ
た
賛
辞
を
う
け
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
レ
ク
ラ
ム
版
デ
ン
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
訳 

D
er Im

provisator
（N

r.814-817

）
で
鷗
外
訳
と
較
べ
て
み
た
沢さ

わ

柳
や
な
ぎ

大
五
郎
（
一
九
一
一
〜
一
九
九
五
、
ギ
リ
シ
ャ
美
術
お
よ
び
鷗
外
研
究
家
）
に
よ
る
と
、
自
由
に
原

文
を
省
略
し
た
り
、
原
文
に
な
い
言
葉
を
補
っ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
（「『
即
興
詩
人
』　
そ
の
独
訳
と
邦
訳
」『
鷗
外
研
究
』
第
二
四
号
所
収
、
鷗
外
全
集
翻
訳
篇

　
第
三

巻
附
録
、
昭
和
13
・
10
）。

筆
者
は
む
か
し
、
鷗
外
が
ド
イ
ツ
語
訳
か
ら
重
訳
し
た
ポ
ー
（
一
八
〇
九
〜
四
九
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
・
短
篇
作
家
）
の
短
篇
三
作
（「
う
づ
し
ほ
」「
十
三
時
」「
病
院

横
丁
の
殺
人
犯
」）
の
う
ち
、
と
く
に
「
う
づ
し
ほ
」（「
メ
エ
ル
ス
ト
ロ
ム
に
呑
ま
れ
て（

29
）」）

の
訳
し
ぶ
り
を
吟
味
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
と
き
の
印
象
で
は
、
鷗

外
は
原
文
の
一
言
半
句
の
厳
密
な
詮
議
に
拘
泥
せ
ず
、
の
び
の
び
と
訳
し
て
い
た
。
し
か
し
、
語
学
的
な
欠
点
を
避
け
え
ず
、
訳
者
に
よ
る
潤
色
的
加
筆
、
自
由
訳
、
訳
し

落
し
、
単
語
の
意
味
の
取
り
ち
が
え
、
誤
訳
、
意
識
的
な
誇
大
表
現
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
欠
点
の
一
部
は
、
花
袋
や
敏
の
訳
業
に
も
共
通
す
る
も
の
を
包
含
し
て

い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
鷗
外
は
過
誤
（
あ
や
ま
り
）
な
い
書
物
が
な
い
と
同
様
、「
翻
訳
に
誤
訳
の
な
い
翻
訳
は
な
い
」
こ
と
を
百
も
承
知
し
て
い
た
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
（
一
八
四

九
〜
一
九
一
二
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
劇
作
家
・
小
説
家
）
の
「
戯曲 

債さ
い

鬼き

」（『
歌
舞
伎
』
第
一
〇
九
号
所
収
、
明
治
42
・
8
）
に
は
、
意
識
的
に
ご
ま
か
し
て
訳
し
た
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
う（

30
）。

か
っ
て
夏
目
漱
石
は
、「
世
人
ハ
翻
訳
シ
テ
甘う

ま

ク
ユ
カ
ザ
レ
バ

　
己
レ
ノ
力
足た

ラ
ズ
ト
思
フ
…
…
」
と
い
っ
た
（「
ノ
ー
ト
」
漱
石
全
集

　
第
二
一
巻
所
収
、

平
成
9
・
6
）。
が
、
訳
者
の
す
べ
て
が
十
分
な
力
量
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

花
袋
、
敏
、
鷗
外
ら
が
翻
訳
に
お
い
て
共
通
の
過
ち
を
犯
し
た
に
は
、
何
ら
か
の
理
由
な
り
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
誤
訳
を
し
た
当

人
は
、
け
っ
し
て
誤
訳
を
し
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
翻
訳
は
原
著
を
じ
ぶ
ん
に
と
っ
て
可
能
な
、
ま
た
好
き
な
言
葉
に
直
す
半
ば
創
作
で
も
あ
る
。
文
筆
を

業
と
す
る
花
袋
、
敏
、
鷗
外
ら
は
、
逐
字
訳
と
い
う
大
き
な
箍た

が

（
輪
）
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
主
義
的
訳
法
に
も
と
づ
き
、
大
意
だ
け
を
移
せ
ば
よ
い
、
と
い
っ
た
放ほ

う

縦
し
ょ
う

（
わ
が
ま
ま
）
な
考
え
に
捉
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
れ
ら
の
眼
中
に
あ
っ
た
の
は
一
般
読
者
で
あ
り
、
い
ま
で
い
う
自
由
訳
も
し
く
は
翻
案
に
ち
か
い
訳
文
を

つ
く
り
、
興
味
本
位
の
読
物
風
に
仕
立
て
た
。
そ
れ
が
ま
た
受
け
た
。
か
れ
ら
は
こ
う
し
た
改
造
を
い
さ
さ
か
も
後
ろ
暗
く
お
も
わ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
か
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翻訳の誤謬

れ
ら
は
た
ま
た
ま
運
悪
く
、
自
由
訳
で
な
い
真し

ん
せ
い正

の
翻
訳
を
求
め
る
者
の
歯
牙
に
か
か
っ
た
と
い
え
る
。

明
治
期
の
翻
訳
は
、
い
っ
た
い
に
不
正
確
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
あ
の
時
代
の
翻
訳
は
、
原
作
を
て
き
と
う
に
解
体
し
、
そ
れ
を
半
ば
創
作
的
に
再
生
し
た
も
の
で

あ
っ
た
（
楠
山
正
雄
「
翻
訳
今
昔
」『
書
物
展
望
』
第
五
八
号
所
収
、
昭
和
11
・
4
）。
内
田
魯
庵
（
一
八
六
八
〜
一
九
二
九
、
明
治
期
の
評
論
家
・
小
説
家
）
に
よ
る
と
、

誤
訳
は
か
え
っ
て
平
易
な
と
こ
ろ
に
生
ず
る
、
と
い
う
。
原
文
を
理
解
す
る
力
、
日
本
語
の
技
倆
に
乏
し
い
者
は
翻
訳
の
筆
を
と
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
い
た
い
の
か
も
知

れ
な
い
（「
原
文
の
印
象
と
訳
文
の
趣
致
」『
内
田
魯
庵
全
集

　
第
六
巻
』
所
収
、
ゆ
ま
に
書
房
、
昭
和
59
・
11
）。

外
国
文
学
を
味
お
う
と
す
る
者
、
ま
た
翻
訳
に
従
事
す
る
者
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
語
学
の
修
養
の
う
え
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
が
、
平
田
禿と

く

木ぼ
く

（
一
八
七
三

〜
一
九
四
三
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
英
文
学
者
）
の
言
で
あ
る
が
、
語
学
力
の
か
ん
養
は
容
易
で
は
な
い
。
一
冊
の
訳
書
の
な
か
に
、
間
違
い
が
何
百
箇
所
も
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
許
容
範
囲
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
重
版
の
と
き
に
訂
正
し
て
お
け
ば
よ
い
。
し
か
し
、
本
が
売
れ
ぬ
い
ま
の
時
代
、
そ
れ
は
む
ず
か

し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。「
志

こ
こ
ろ
ざ
しあ

る
者
は
誤
訳
の
指
摘
な
ど
恐
る
ゝ
に
足
ら
ぬ（

31
）」

と
い
っ
た
の
は
、
長
谷
川
天て

ん

渓け
い

（
一
八
七
六
〜
一
九
四
〇
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
評
論

家
・
英
文
学
者
）
で
あ
っ
た
。

翻
訳
大
国
日
本
に
は
、
い
ま
翻
訳
の
代
表
選
手
が
ご
ま
ん
と
お
り
、
か
れ
ら
は
大た

い

家か

、
中

ち
ゅ
う

家か

、
小

し
ょ
う

家か

、
無む

名め
い

家か

に
分
類
さ
れ
る
。
み
な
日
夜
、
一
つ
の
文
化
事
業
に
携
り
、

苦
闘
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
は
む
か
し
、
遠
い
明
治
と
い
う
時
代
に
、
海
外
文
芸
の
紹
介
に
尽
し
た
文
士

―
花
袋
、
敏
、
鷗
外
ら
に
た
い
す
る
筆
誅
は
、
文
化
移
植

過
程
に
お
け
る
笑
い
話
と
し
て
す
ま
さ
れ
る
大
事
件
で
あ
っ
た
。
…
…

注（
1
）
新
村
出
「
西
洋
文
学

　
翻
訳
の
嚆
矢
」（『
太
陽
』
第
十
六
巻
第
五
号
所
収
、
明
治
43
・
3
）

（
2
）
岩
波
講
座

　
世
界
文
学

　
木
村

　
毅

斎
藤
昌
三
『
西
洋
文
学
翻
訳
年
表
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
八
年
七
月
）、
四
頁
。

（
3
）
注
（
1
）
に
お
な
じ
。

（
4
）
岩
波

講
座
　
日
本
文
学
史

　
第
十
四
巻

　
近
代

　
太
田
三
郎
『
翻
訳
文
学
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
四
年
五
月
）、
三
頁
。

（
5
）
唐

　
長
孫
無
忌
等
撰
『
隋
書
經
籍
志
』（
上
海

　
商
務
印
書
館
出
版
、
一
九
五
五
・
一
一
）、
一
四
四
頁
。

（
6
）
岩
波
講
座

　
世
界
文
学

　
野
上
豊
一
郎
『
翻
訳
論
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
十
一
月
）、
三
頁
。
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（
7
）
木
村
毅
「
翻
訳
文
学
雑
考
」（『
早
稲
田
文
学
』
所
収
、
大
正
14
・
7
）

（
8
）
柳
田
泉
「
明
治
翻
訳
文
学
概
説
」（『
明
治
文
学
史
集
説
』
所
収
、
日
本
文
学
社
、
昭
和
七
年
六
月
）、
一
五
七
頁
。

（
9
）
木
村
毅
『
明
治
文
学
展
望
』（
改
造
社
、
昭
和
三
年
六
月
）、
六
八
頁
。

（
10
）
朝
日
常
識
講
座

　
第
八
巻

　
土
岐
善
麿
『
文
芸
の
話
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
年
五
月
）、
二
二
七
頁
。

（
11
）
後
藤
末
雄
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
私
」（『
書
物
展
望
』
第
五
十
八
号
所
収
、
昭
和
11
・
4
）

（
12
）
伊
狩
章
「
花
袋
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン

―
そ
の
比
較
研
究
」（『
弘
前
大
学
人
文
社
会
』
第
四
号
所
収
、
昭
和
29
・
1
）

（
13
）
日
夏
耿
之
介
「
紀
季
文
学
輸
入
閑
話
」（『
明
治
文
学
襍
考
』
所
収
、
梓
書
房
、
昭
和
四
年
五
月
）、
三
八
九
頁
。

（
14
）
伊
狩
章
「
日
本
文
学
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
（
2
）

―
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
輸
入
と
そ
の
媒
介
者
」『
比
較
文
学

　
日
本
文
学
を
中
心
と
し
て
』（
矢
島
書
房
、
昭
和
二
十
八
年
十
月
）、

二
二
九
頁
。

（
15
）
宇
野
浩
二
「
外
国
文
学
の
影
響

　
一

　
花
袋
、
白
鳥
、
秋
江
」（『
わ
が
文
学
遍
歴
』
所
収
、
白
鯨
書
房
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
）、
四
七
頁
。

（
16
）
注
（
12
）
の
二
四
頁
。

（
17
）
注
（
15
）
の
四
九
頁
。

（
18
）
高
山
樗ち

ょ

牛ぎ
ゅ
う（

一
八
七
一
〜
一
九
〇
二
、
明
治
期
の
評
論
家
）
は
、
上
田
敏
が
語
学
（
英
独
仏
伊
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
典
語
）
に
堪
能
で
あ
る
こ
と
に
敬
服
の
意
を
表
し

て
い
た
、
と
い
う
（
素
人
「
故

　
上
田
博
士
三
周
忌

　
上
田
君
の
思
ひ
出
」『
太
陽
』
所
収
、
大
正
7
・
6
）。

（
19
）
大お

お

場ば

柯か

公こ
う

（
本
名
・
景
秋
、
一
八
七
二
〜
？
ロ
シ
ア
に
お
い
て
行
方
不
明
と
な
る
、
明
治
・
大
正
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
の
「
日
本
の
語
学
者
」（『
太
陽
』
第
二
十
巻
第
七

号
所
収
、
大
正
3
・
6
）
に
、「
獨
逸
語
に
至
り
て
は
京
大
に
藤
白
禎て

い

輔す
け

氏
あ
り
、
慶
大
に
向
軍
治
氏
あ
り
、
早
大
に
藤
山
治
一
氏
あ
り
、
…
」
と
あ
る
。

（
20
）「
第
三
編

　
小
説
及
び
評
論
壇
」（『
太
陽
』
第
十
五
巻
第
三
号
所
収
、
明
治
42
・
2
）

（
21
）
翻
訳
を
口
述
し
た
と
い
う
非
難
に
対
し
て
、
鷗
外
は
「
原
稿
は
私
の
書
い
た
も
の
を
、
筆
工
（
筆
耕

―
報
酬
を
え
て
筆
写
す
る
人
の
意

―
引
用
者
）
に
写
さ
せ
た
。
そ
れ

が
印
刷
所
に
回
っ
た
の
で
あ
る
。
原
稿
を
口
述
し
て
筆
写
さ
せ
た
と
云
ふ
人
が
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
」（「
不
苦
心
談
」『
鷗
外
全
集

　
第
十
二
巻
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭

和
四
十
七
年
十
月
）、
八
八
四
頁
。

（
22
）『
鷗
外
全
集

　
第
三
十
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
）、
三
三
四
頁
。

（
23
）「
後
記
」
を
参
照
。『
鷗
外
全
集

　
第
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
八
月
）、
六
一
八
頁
。

（
24
）
未
津
八
良
『
誤
訳
論
』（『
三
田
文
学
』
所
収
、
昭
和
14
・
7
）

（
25
）「
明
治
の
文
学
」（『
新
日
本
』
第
一
巻
第
九
号
所
収
、
大
正
元
・
8
）
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（
26
）
塩
田
良
平
『
明
治
の
作
家
と
作
品
』（
人
文
書
院
、
昭
和
十
八
年
七
月
）、
一
五
頁
。

（
27
）
柳
田
泉
『
明
治
初
期
の
翻
訳
文
学
』（
松
栢
館
書
店
、
昭
和
十
年
二
月
）、
三
二
頁
。

（
28
）
吉
武
好
孝
『
翻
訳
文
学
発
達
史
』（
三
省
堂
、
昭
和
十
八
年
七
月
）、
八
一
頁
。

（
29
）A

 D
escent into the M

aelsröm

（
一
八
四
一
年
）
の
独
訳 Im

 Strudel des M
aelström

s 

の
こ
と
。

（
30
）
小
山
内
薫
「
鷗
外
先
生
の
詞

こ
と
ば

」（『
鷗
外
研
究
』
第
九
号
所
収
、
鷗
外
全
集
著
作
篇

　
第
八
巻
附
録
、
昭
和
12
・
2
）

（
31
）「
和
訳
の
理
想
と
実
際
」（『
新
潮
』
第
十
九
巻
第
五
号
所
収
、
大
正
2
・
11
）


