
横槍一本
――外国文学の『味』――

岸田國士
青空文庫





　
こ
の
頃
、
二
三
の
人
が
新
聞
や
雑
誌
で
か
う
い
ふ
議
論
を
し
て
ゐ
る
。

「
外
国
文
学
を
味
は
ふ
場
合
、
そ
の
国
の
人
が
味
は
ひ
得
る
味
を
、
外
国
人

た
る
わ
れ
〳
〵
が
同
じ
や
う
に
味
は
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」

　
至
極
尤
も
な
説
で
あ
る
。

　
多
く
の
人
々
と
同
様
、
僕
も
、
此
の
問
題
に
つ
い
て
は
再
三
考
へ
た
こ
と

が
あ
る
。

　
然
し
、
問
題
を
も
う
一
歩
進
め
て
、
そ
れ
な
ら
ば
一
つ
の
作
品
を
、
甲
の

人
間
が
味
は
ひ
得
る
如
く
、
乙
の
人
間
が
味
は
ひ
得
る
か
。

　
更
に
、
問
題
を
押
し
広
め
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
外
国
文
学
を
味
は
ふ
た
め

に
何
等
の
準
備
も
必
要
で
な
い
か
。
ど
の
程
度
ま
で
準
備
を
す
れ
ば
満
足
だ
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と
云
ひ
得
る
か
。

　
外
国
文
学
な
ど
味
は
ふ
必
要
は
な
い
と
い
ふ
徹
底
的
な
態
度
に
出
ら
れ
な

け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
外
国
文
学
を
味
は
ひ
た
い
と
い
ふ
欲
望
が
あ
れ
ば
、
ど

う
い
ふ
味
は
ひ
方
が
で
き
れ
ば
い
ゝ
の
か
。

　
そ
の
国
の
人
間
が
味
は
ひ
得
る
味
を
そ
の
ま
ゝ
味
は
ふ
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
そ
の
作
品
を
味
は
つ
た
と
云
ひ
得
る
か
。

　
勿
論
、
理
想
に
於
て
ゞ
あ
る
。

　
そ
の
味
が
、
つ
ま
り
、
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
全
部
で
は
な
い
が
、
可
な

り
左
右
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
日
本
人
の
外
国
文
学
を
味
は
ふ
、
そ
の
味
は
ひ
方
が
、
こ
れ
ま
で
、
あ
ま

り
独
り
合
点
で
は
な
か
つ
た
か
。
日
本
人
の
解
り
方
で
、
あ
ま
り
満
足
し
過
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ぎ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
か
。
つ
ま
り
、
ど
こ
か
で
も
言
つ
た
が
饅
頭
の
皮
ば
か

り
食
つ
て
、
こ
れ
が
饅
頭
か
、
な
か
〳
〵
美
味
い
と
か
、
ど
う
も
甘
く
な
い

と
か
、
そ
ん
な
勝
手
な
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
文
学
と
、
話
の
筋
と
を
混
合
し
て
ゐ
る
批
評
の
多
い
こ
と
な
ど
、
や
は
り
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
来
て
は
ゐ
な
い
か
。

　
こ
れ
で
、
現
代
の
日
本
文
学
が
、
も
つ
と
外
国
文
学
の
影
響
を
脱
し
て
を

り
、
尠
く
と
も
、
日
本
在
来
の
文
学
的
伝
統
の
中
に
育
つ
て
来
た
も
の
で
ゝ

も
あ
れ
ば
、
「
外
国
文
学
は
外
国
人
と
同
じ
や
う
に
得
ら
れ
な
く
て
も
い
ゝ
」

な
ど
ゝ
平
気
で
云
つ
て
を
ら
れ
よ
う
が
、
実
際
は
外
国
文
学
の
模
倣
か
ら
出

発
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
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殊
に
戯
曲
は
、
日
本
の
現
代
劇
は
、
そ
れ
よ
り
外
、
仕
方
が
な
か
つ
た
。

自
然
、
お
手
本
と
云
へ
ば
、
西
洋
の
戯
曲
で
あ
る
。
そ
の
西
洋
の
戯
曲
が

「
西
洋
人
と
同
じ
や
う
に
解
ら
な
く
つ
て
」
一
体
ど
こ
に
感
心
し
、
ど
こ
に

惹
き
附
け
ら
れ
、
ど
こ
を
真
似
よ
う
と
し
た
の
か
。

　
感
心
し
た
と
こ
ろ
は
、
日
本
人
に
も
わ
か
る
処
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
日

本
人
と
し
て
の
解
り
方
で
か
、
ど
つ
ち
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
文
学
的
価
値

の
一
部
を
し
か
な
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
惹
き
つ
け
ら
れ
た
処
は
、
日
本
人

に
も
わ
か
る
処
か
、
或
は
、
日
本
人
と
し
て
の
解
り
方
で
か
、
何
れ
に
し
て

も
、
「
現
は
さ
れ
て
あ
る
も
の
」
と
、
「
現
は
さ
れ
方
」
と
の
間
に
漂
ふ
表

現
の
妙
味
で
は
な
い
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
。

　
少
し
絶
対
的
な
物
の
云
ひ
方
を
し
過
ぎ
た
。
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す
る
と
、
結
局
、
真
似
た
処
は
、
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
部
分
に
、

日
本
人
と
し
て
の
「
持
ち
味
」
を
加
へ
れ
ば
も
の
に
な
る
の
だ
が
、
ま
た
少

数
の
芸
術
家
は
そ
れ
を
や
つ
て
ゐ
る
が
、
大
方
の
自
称
文
学
者
は
「
西
洋
人

に
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
味
」
な
る
も
の
味
は
ひ
得
ぬ
悲
し
さ
に
、
そ
ん

な
も
の
が
あ
る
こ
と
さ
へ
露
知
ら
ず
、
「
味
の
な
い
文
学
」
「
味
の
抜
け
た

戯
曲
」
を
書
き
〳
〵
、
日
本
現
代
劇
は
こ
れ
だ
と
、
見
得
を
切
つ
た
。

「
自
分
の
も
の
」
を
作
る
た
め
に
、
外
国
文
学
を
研
究
す
る
な
ら
、
「
わ
れ

〳
〵
日
本
人
に
は
わ
か
ら
な
い
味
」
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、
つ
ま
ら
な

い
力
み
方
な
ど
せ
ず
に
、
折
角
、
そ
れ
ま
で
気
が
つ
い
た
な
ら
、
も
う
一
歩

踏
み
込
ん
で
、
そ
の
「
味
」
が
わ
か
る
や
う
に
努
め
た
ら
ど
う
か
。
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イ
プ
セ
ン
は
も
う
古
い
な
ど
ゝ
い
ふ
人
間
の
う
ち
で
、
イ
プ
セ
ン
の
ほ
ん

と
う
の
芸
術
が
、
あ
の
作
品
の
文
学
的
魅
力
が
、
ほ
ん
と
う
に
わ
か
つ
て
ゐ

る
人
間
が
幾
人
あ
る
。

　
表
現
派
が
佳
い
と
い
ふ
人
間
の
う
ち
で
、
「
朝
か
ら
夜
中
ま
で
」
の
、
ほ

ん
と
う
の
「
劇
的
韻
律
」
が
、
「
新
し
い
詩
」
が
、
「
言
葉
の
特
殊
な
イ
メ

ー
ジ
」
が
、
ほ
ん
と
う
に
「
味
は
へ
る
」
人
間
が
幾
人
ゐ
る
。

　
こ
れ
は
、
先
づ
翻
訳
者
に
向
つ
て
問
は
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
仏
国
現
代
の
戯
曲
家
と
云
へ
ば
、
日
本
で
、
ブ
リ
ユ
ウ
や
、
ロ
マ
ン
・
ロ

オ
ラ
ン
が
、
持
て
囃
さ
れ
た
ら
し
い
。
ブ
リ
ユ
ウ
や
、
ロ
オ
ラ
ン
の
戯
曲
が
、

一
体
、
ど
こ
が
佳
い
の
か
。
佳
い
と
思
ふ
の
は
勝
手
だ
が
、
そ
れ
を
真
似
ら

れ
て
は
、
ど
う
に
も
し
や
う
が
な
い
。
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眼
に
一
丁
字
な
き
も
の
ゝ
為
め
に
、
パ
ス
カ
ル
の
言
も
市
役
所
の
標
語
も

何
等
異
な
る
処
は
な
い
。
中
学
卒
業
程
度
の
語
学
力
で
は
シ
エ
イ
ク
ス
ピ
イ

ヤ
の
文
章
も
斎
藤
某
の
文
章
も
何
等
異
な
る
処
は
あ
る
ま
い
。
大
学
卒
業
程

度
の
語
学
力
な
ら
、
そ
れ
く
ら
ゐ
は
わ
か
る
だ
ら
う
。
既
に
進
歩
で
あ
る
。

　
外
国
文
学
を
味
ふ
の
は
、
勿
論
語
学
力
だ
け
で
は
駄
目
で
あ
る
。
第
一
に

そ
の
国
民
の
生
活
を
識
る
こ
と
で
あ
る
。
識
る
ば
か
り
で
は
駄
目
で
あ
る
、

や
は
り
生
活
か
ら
味
は
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
、
最
後
の
問
題
は
、
何
と
云
つ
て
も
鑑
賞
力
の
如
何
で
あ
る
。
知

つ
て
ゐ
る
こ
と
し
か
解
ら
な
い
や
う
で
は
駄
目
だ
。

　
多
く
の
批
評
家
よ
、
読
者
よ
、
見
物
よ
、
も
つ
と
し
つ
か
り
し
て
下
さ
い
。
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外
国
文
学
の
中
に
「
文
学
の
要
素
」
と
し
て
、
「
本
質
的
要
素
」
と
し
て

見
出
し
得
る
「
美
」
が
、
「
魅
力
」
が
、
「
味
」
が
、
何
故
に
、
日
本
現
代

文
学
の
多
く
に
、
現
代
戯
曲
の
殆
ど
悉
く
に
、
欠
け
て
ゐ
る
か
、
其
点
に
注

意
し
て
下
さ
い
。

　
外
国
文
学
の
影
響
を
受
け
た
く
な
い
作
家
は
、
外
国
文
学
が
わ
か
る
必
要

は
な
い
。
批
評
家
は
、
さ
う
は
行
か
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
諸
君
は
、

永
久
に
価
値
判
断
の
標
準
を
誤
り
続
け
る
だ
ら
う
。

　
さ
も
な
く
ば
、
作
家
は
、
永
久
に
、
「
味
」
の
な
い
も
の
を
書
き
続
け
、

劇
場
は
、
「
味
」
の
な
い
舞
台
を
見
せ
続
け
る
だ
ら
う
。

　
外
国
文
学
独
特
の
「
味
」
を
日
本
文
学
に
そ
の
ま
ゝ
取
入
れ
る
必
要
は
あ

る
ま
い
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、
文
学
に
「
味
」
は
要
ら
な
い
と
い
ふ
理
由
に

10横槍一本



は
な
ら
な
い
。
「
味
」
に
も
色
々
あ
り
ま
す
か
ら
。
外
国
文
学
独
特
の
「
味
」

さ
へ
も
、
そ
れ
を
「
味
は
ひ
」
得
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
分
独
特
の
「
味
」

を
創
造
す
る
何
等
か
の
暗
示
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

　
僕
は
、
寧
ろ
、
そ
の
「
外
国
文
学
独
特
の
味
」
な
る
も
の
が
、
既
に
、
超

国
境
的
な
、
新
し
い
時
代
生
活
の
普
遍
的
な
「
味
」
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
か
と
さ
へ
思
ふ
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
外
国
文
学
独
特
の
味
だ
な
ど
、
云
つ

て
ゐ
る
暇
に
、
わ
れ
〳
〵
日
本
人
は
、
と
う
〳
〵
国
際
的
な
、
二
十
世
紀
的

な
感
情
や
感
覚
に
触
れ
ら
れ
な
い
で
し
ま
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
悪

い
と
は
、
誰
も
云
は
な
い
。

　
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
外
国
文
学
を
そ
の
国
の
人
間
と
同
じ
や
う
に
味

は
ひ
得
る
な
ど
と
、
自
ら
断
言
す
る
馬
鹿
も
ゐ
ま
い
、
自
分
で
そ
ん
な
こ
と
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が
わ
か
る
も
の
か
。
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