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あ
り
ふ
れ
た
従
来
の
日
本
文
学
史
を
み
る
と
、
明
治
三
十
年
代
に
写
生
文
学
と
い
う
も
の
を
は
じ
め
て

提
唱
し
た
文
学
者
と
し
て
正
岡
子
規
、
高
浜
虚
子
や
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
派
の
こ
と
は
出
て
来
る
が
、
長
塚

節
の
こ
と
は
と
り
た
て
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
明
治
十
二
年
に
茨
城
県
の
国
生
と
い
う
村
の
相
当
の
家
に
生
れ
た
長
塚
節
は
水
戸
中
学
を
卒
業
し
な
い

う
ち
に
病
弱
で
退
学
し
『
新
小
説
』
な
ど
に
和
歌
を
投
稿
し
は
じ
め
た
。

　
正
岡
子
規
が
有
名
な
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
と
い
う
歌
壇
革
新
の
歌
論
を
日
本
新
聞
に
発
表
し
た
の

は
明
治
三
十
一
年
で
あ
っ
た
。
当
時
十
九
歳
ば
か
り
で
あ
っ
た
長
塚
節
は
こ
の
論
文
に
い
よ
い
よ
動
か
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
三
十
年
に
は
子
規
の
門
に
入
り
、
主
と
し
て
和
歌
、
俳
句
、
写
生
文
を
学
び
、
子
規
が

没
し
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
節
は
主
と
し
て
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
和
歌
を
発
表
し
つ

づ
け
て
い
た
様
子
で
あ
る
。
斎
藤
茂
吉
氏
が
「
節
の
本
領
は
和
歌
に
あ
る
が
、
子
規
の
唱
え
た
写
生
文
か

ら
入
っ
て
遂
に
小
説
を
作
る
に
至
っ
た
。
世
に
、
写
生
文
派
の
小
説
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
小
説
と
い
う
の

は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
こ
の
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
長
塚
節
に
は
、
長
篇
「
土
」
の
前
に
い
く
つ
か
の
短
篇
が
あ
る
。
子
規
が
没
し
た
翌
年
ご
ろ
、
二
十
五

歳
に
な
っ
て
い
た
節
に
写
生
文
「
月
見
の
夕
」
と
い
う
よ
う
な
作
品
が
あ
り
追
々
こ
の
種
の
作
品
が
ふ
え
、
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は
じ
め
て
の
短
篇
小
説
は
「
炭
焼
の
む
す
め
」
（
二
十
八
歳
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
土
」
は
恐
ら
く
慎

重
な
節
に
よ
っ
て
永
い
月
日
を
費
し
て
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
発
表
さ
れ
た
の
は
明
治
四

十
三
年
の
六
月
で
、
漱
石
が
朝
日
新
聞
に
推
薦
し
た
機
会
で
あ
っ
た
。
翌
年
、
も
う
節
は
喉
頭
結
核
の
宣

言
を
う
け
、
そ
の
後
は
転
々
と
し
て
五
年
間
の
療
養
生
活
の
間
に
主
と
し
て
短
歌
に
熱
中
し
『
ア
ラ
ラ
ギ
』

に
「
鍼
の
如
く
」
数
百
首
を
発
表
し
た
。
こ
の
時
代
節
の
歌
境
は
非
常
に
冴
え
て
、
き
び
し
く
鋭
く
読
者

の
心
に
迫
る
短
歌
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
散
文
と
し
て
は
終
に
「
土
」
が
彼
の
芸
術
的
生
涯
の
最
後
の
作

品
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
土
」
が
書
か
れ
た
時
分
の
日
本
の
文
学
的
潮
流
は
自
然
主
義
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
後
、
戦
勝
と
と
も

に
日
本
の
文
化
に
滲
透
し
て
来
た
自
然
主
義
の
主
張
と
い
う
も
の
も
、
今
日
顧
み
れ
ば
こ
の
文
芸
思
想
の

発
生
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
理
解
、
文
学
的
成
果
と
日
本
の
そ
れ
と
の
間
に
は
微
妙
な
変
化
が
認

め
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
馬
琴
流
の
、
封
建
的
な
道
徳
観
に
対
す
る
反
撥
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の

近
代
思
想
史
の
中
の
最
も
重
要
な
一
時
代
と
し
て
通
っ
て
来
た
十
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
を
経
て
い
な
い
た

め
に
、
日
本
に
流
れ
入
っ
た
自
然
主
義
は
、
社
会
の
諸
現
象
に
対
す
る
科
学
的
分
析
へ
の
多
極
な
方
向
へ

拡
大
せ
ず
、
男
女
関
係
の
狭
い
範
囲
で
の
露
骨
な
性
的
描
写
に
局
限
さ
れ
た
文
学
の
よ
う
に
当
時
に
あ
っ

て
も
考
え
ら
れ
た
。
現
実
か
ら
学
ん
で
芸
術
を
創
造
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
所
謂
写
生
文
派
の
人
々
、
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子
規
、
虚
子
、
漱
石
、
或
は
直
接
こ
の
流
派
に
属
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
森
鴎
外
の
よ
う
な
優
秀
な

芸
術
的
資
質
を
も
っ
た
作
家
ま
で
、
等
し
く
自
然
主
義
文
学
の
運
動
に
対
し
て
必
し
も
同
感
的
で
な
か
っ

た
こ
と
は
ま
こ
と
に
注
目
を
ひ
く
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
時
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
社
会
的

所
属
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
写
生
文
派
の
人
々
は
主
と
し
て
当
時
の
中
流
或
は
上
流
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
教
養
を
も
っ
た
人
々
が
あ
つ
ま
り
、
自
然
主
義
文
学
は
早
稲
田
の
文
科
を
中
心
と
し
て
、
地
方
の
中
農

な
ど
の
家
庭
出
身
の
人
々
が
多
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
も
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

　
長
塚
節
は
、
写
生
文
派
、
写
実
派
の
中
で
も
、
実
に
手
堅
い
一
方
の
作
家
で
「
土
」
と
略ほぼ
同
じ
頃
書
か

れ
て
い
る
虚
子
の
有
名
な
「
風
流
懺
法
」
等
と
比
べ
る
と
農
村
生
活
に
深
い
根
を
も
つ
節
独
特
の
稟
質
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
写
生
文
派
は
写
実
主
義
文
学
に
う
つ
り
、
今
日
現
実
を
更
に
そ
の
有
機
的
諸
関
係
に
つ
き
入
っ
て
描
こ

う
と
す
る
現
実
主
義
が
問
題
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

　
長
塚
節
の
「
土
」
は
農
民
作
家
と
そ
の
課
題
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
る
以
前

の
写
実
的
作
品
と
し
て
の
傑
作
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
八
年
一
月
〕
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