
明治文学の概観
田山録弥

青空文庫





　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
飜
案
の
時
代

　
明
治
の
文
学
は
、
飜
案
の
時
代
、
飜
訳
の
時
代
だ
と
言
へ
る
。
国
民
性
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
る
け
れ

ど
、
そ
の
国
民
性
と
文
学
と
何
の
点
ま
で
一
致
し
て
居
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

　
勿
論
、
そ
れ
は
明
治
の
時
代
が
さ
う
い
ふ
時
代
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
質
上
ば
か
り
で
な
く
、
精
神

上
に
も
一
般
に
模
倣
飜
案
と
い
ふ
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
学
者
も
思
想
家
も
創
作
家
も
、
西
洋
の
著
書
か

ら
そ
の
思
想
と
問
題
と
様
式
と
着
想
と
を
得
て
来
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
今
の
実
際
に
当
て
は
め
や
う
と
し

て
ゐ
る
。
従
つ
て
、
明
治
の
文
学
は
先
に
進
み
過
ぎ
た
文
学
、
国
民
性
に
か
け
離
れ
た
文
学
、
切
実
の
度

の
な
い
文
学
、
更
に
進
ん
で
空
疎
な
文
字
の
多
い
文
学
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。

　
そ
の
証
拠
に
は
、
明
治
の
文
壇
に
起
つ
た
議
論
と
か
、
思
潮
と
か
を
検けん
し
て
見
る
と
、
そ
れ
は
大
抵
は

西
洋
か
ら
翻
案
し
来
つ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
就
い
て
徒
ら
に
空
論
を
上
下
し
て
居
る
や
う
な
も
の
が
多
い
。

覚
醒
の
第
一
の
警
鐘
と
謂
は
れ
る
『
小
説
神
髄
』
か
ら
し
て
既
に
さ
う
で
あ
る
。
其
他
、
没
理
想
の
議
論

で
も
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
で
も
、
ニ
イ
チ
エ
の
美
的
生
活
で
も
、
イ
ブ
セ
ン
で
も
、
オ
ス
カ
ー
ワ
イ
ル

ド
で
も
、
所
謂
自
然
主
義
で
も
、
皆
な
さ
う
で
あ
る
。
い
つ
で
も
国
民
一
般
の
平
行
線
よ
り
も
百
歩
も
二
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百
歩
も
先
に
出
て
ゐ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
が
悪
い
と
い
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
。
さ
う
い
ふ
模
倣
好
き
な
、
翻
案
好
き
な
国
民
だ
か

ら
、
文
学
の
方
面
ば
か
り
で
な
く
、
総
て
の
方
面
に
於
て
も
、
短
か
い
年
月
の
中
に
、
驚
く
や
う
な
長
足

の
進
歩
を
し
た
の
で
あ
る
。
文
学
で
見
て
も
、
『
小
説
神
髄
』
時
分
と
今
と
を
比
べ
て
見
る
と
、
か
う
も

違
ふ
か
と
驚
か
れ
る
位
で
あ
る
。
僅
か
二
十
七
八
年
の
中
に
か
う
し
た
進
歩
を
し
や
う
と
は
、
誰
も
予
期

す
る
も
の
が
な
か
つ
た
に
相
違
な
い
。

　 

鳥  

渡 

ち
よ
つ
と

見
た
と
こ
ろ
で
も
、
文
体
の
変
化
、
こ
れ
が
第
一
に
驚
か
れ
る
。
『
色
懺
悔
』
な
ど
が
迎
へ
ら

れ
た
同
じ
文
壇
に
、
今
日
の
整
つ
た
文
体
が
出
て
来
や
う
と
は
何
う
し
て
も
思
は
れ
な
い
。
今
の
文
体
は
、

そ
の
体
裁
に
於
て
は
、
全
く
和
文
漢
文
の
領
分
を
離
れ
て
、
西
洋
最
近
の
作
家
の
文
体
の
塁
を
摩
し
て
ゐ

る
も
の
が
尠
く
な
い
。
総
て
、
お
話
風
か
ら
進
化
し
て
、
描
写
の
方
面
へ
と
進
ん
で
ゐ
る
。
次
に
、
観
察

の
進
歩
、
こ
れ
な
ど
も
中
途
で
留
つ
て
は
居
ず
に
、
ド
シ
ド
シ
そ
の
根
柢
に
向
つ
て
進
ん
で
行
つ
た
と
い

ふ
趣
が
あ
る
。
第
三
に
創
作
の
構
造
、
こ
れ
な
ど
も
、
段
々
古
い
技
巧
の
衣
を
ぬ
ぎ
捨
て
ゝ
、
一
直
線
に

新
技
巧
に
向
つ
て
進
ん
だ
著
し
い
跡
が
歴
々
と
指
点
し
て
ん
さ
れ
る
。

　
私
の
知
つ
て
ゐ
る
明
治
の
文
壇
は
、
『
小
説
神
髄
』
以
後
で
あ
る
が
、
自
分
で
考
へ
て
見
て
も
、
そ
の

進
歩
の
急
激
な
の
に
は
驚
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
位
で
あ
る
。
そ
の
時
分
の
小
説
を
出
し
て
来
て
見
て
も
、
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文
体
の
乱
雑
、
着
想
の
幼
稚
、
殆
ど
読
む
に
堪
へ
る
や
う
な
も
の
は
な
い
と
言
つ
て
も
好
い
位
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
進
歩
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
に
言
つ
た
や
う
に
、
飜
案
的
、
飜
訳
的
で
あ
る
こ
と
は

勿
論
で
あ
る
。
寧
ろ
飜
案
的
、
飜
訳
的
で
あ
つ
た
か
ら
、
さ
う
い
ふ
長
足
の
進
歩
を
す
る
こ
と
が
出
来
た

と
も
言
へ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
西
洋
作
家
の
感
化

　
西
洋
の
作
家
の
感
化
、
こ
れ
が
一
番
明
治
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
。
西
洋
の
思
想
な
り

問
題
な
り
に
触
れ
た
人
達
が
、
い
つ
も
先
頭
に
立
つ
て
歩
い
て
行
く
。

『
浮
雲
』
は
明
治
の
文
学
の
中
で
、
い
ろ
〳
〵
な
意
味
に
於
て
す
ぐ
れ
た
作
だ
が
、
こ
れ
が
ロ
シ
ア
文
学

の
影
響
を
受
け
た
作
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
で
は
誰
も
知
ら
ぬ
人
は
な
い
。
二
葉
亭
は
ガ
ン
チ
ヤ
ロ

フ
あ
た
り
の
作
品
を
読
ん
で
、
そ
し
て
そ
の
様
式
で
明
治
の
其
時
代
の
あ
る
社
会
を
写
さ
う
と
試
み
た
も

の
で
あ
る
。
『
平
凡
』
な
ど
も
、
あ
れ
と
全
く
様
式
を
同
じ
く
し
た
作
が
ガ
ン
チ
ヤ
ロ
フ
の
集
中
に
あ
る

と
い
ふ
事
で
あ
る
。

　
民
友
社
は
当
時
に
あ
つ
て
は
、
新
し
い
、
西
洋
に
渇
仰
し
た
若
い
人
達
の
ハ
イ
カ
ラ
な
団
体
で
あ
つ
た
。
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そ
し
て
そ
の
団
体
が
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
通
俗
小
説
の
流
行
か
ら
、
稍
々
真
面
目
な
、
主
観
的
な
文

学
に
社
会
を
導
い
て
行
つ
た
功
績
は
、
没
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
私
は
思
ふ
。
思
軒
の
ユ
ー
ゴ
ー

の
飜
訳
な
ど
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
大
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
当
時
に
あ
つ
て
は
、
若
い
文

学
青
年
を
導
い
た
も
の
だ
。

　
し
か
し
、
飜
訳
の
正
確
と
言
ふ
こ
と
が
期
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
鴎
外
漁
史
が
出
て
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
西
洋
文
学
の
輸
入
は
、
大
抵
好
加
減
の
程
度
に
留
つ
て
ゐ
た
。
何
う
い
ふ
作
家

が
今
西
洋
に
ゐ
て
、
何
う
い
ふ
こ
と
を
し
て
ゐ
る
か
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
其
時
代
の
青
年
に
は
余
り
多

く
報
道
さ
れ
な
か
つ
た
。
青
年
に
も
さ
う
い
ふ
興
味
を
抱
い
て
文
芸
に
対
し
て
ゐ
た
も
の
は
、
あ
ま
り
多

く
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　
で
も
、
ロ
シ
ア
文
学
の
話
は
、
二
葉
亭
、
嵯
峨
の
屋
の
書
い
た
も
の
か
ら
、
よ
く
人
々
の
口
に
上
つ
た
。

『
罪
と
罰
』
の
飜
訳
さ
れ
た
時
に
は
、
ロ
シ
ア
文
学
は
か
う
い
ふ
烈
し
い
凄
い
も
の
か
と
誰
も
皆
眼
を
睜
み
は

つ
た
。

　
其
時
は
丁
度
探
偵
小
説
の
流
行
し
た
時
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
『
罪
と
罰
』
は
、
あ
る
一
方
か
ら
は
、
探

偵
小
説
と
し
て
の
取
扱
ひ
を
受
け
た
。
よ
く
分
つ
た
人
が
居
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
た
し
か
明
治
二
十
六
七

年
頃
で
あ
る
。
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鴎
外
漁
史
の
飜
訳
は
、
次
い
で
来
る
若
い
人
達
に
、
尠
な
か
ら
ざ
る
知
識
と
希
望
と
を
与
へ
た
。
『
ふ

た
夜
』
こ
れ
は
た
し
か
読
売
新
聞
に
出
た
、
『
う
き
世
の
波
』
『
悪
因
縁
』
こ
れ
は
国
民
之
友
に
出
た
。

中
で
一
番
す
ぐ
れ
た
影
響
を
与
へ
た
も
の
は
、
『 

埋  

木 

う
も
れ
ぎ

』
と
『
即
興
詩
人
』
で
あ
る
。

『
埋
木
』
と
『
即
興
詩
人
』
と
は
、
当
時
、
苟
く
も
文
学
に
志
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
読
ま
ぬ
も
の
は
な
い
と

い
ふ
位
に
評
判
の
あ
つ
た
作
で
、
一
廉
の
作
家
達
も
、
そ
れ
に
由
つ
て
裨
益
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。

　
そ
れ
よ
り
は
時
代
が
少
し
後
れ
る
が
、
二
葉
亭
の
『
浮
草
』
も
評
判
な
飜
訳
で
あ
つ
た
。
紅
葉
の
文
体
、

露
伴
の
文
体
、
鴎
外
の
文
体
、
何
う
も
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
ま
だ
飽
足
ら
な
い
。
そ
れ
に
由
つ
て
十
分
に

自
由
に
新
し
い
小
説
を
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
さ
う
か
と
謂
つ
て
、
柳
浪
の
言
文
一
致
も
、
余
り
シ
ヤ

ロ
ウ
で
、
会
話
沢
山
で
、
思
は
し
く
な
い
。
さ
う
い
ふ
風
に
考
へ
て
ゐ
る
人
達
は
、
皆
な
『
浮
草
』
あ
た

り
を
標
準
と
し
て
進
ん
で
行
つ
た
。

　
文
章
の
変
遷
は
即
ち
明
治
文
壇
の
変
遷
を
意
味
し
て
ゐ
た
。
紅
葉
山
人
は
、
文
体
に
就
い
て
は
、
常
に

非
常
に
苦
心
を
し
た
人
で
あ
つ
た
。
『
浮
雲
』
だ
の
、
『
い
ち
ご
姫
』
だ
の
ゝ
言
文
一
致
に
満
足
せ
ず
に
、

『
二
人
女
房
』
を
書
い
た
。
そ
れ
か
ら
新
聞
に
書
く
小
説
の
文
体
も
絶
え
ず
新
意
を
出
さ
う
出
さ
う
と
心

が
け
て
ゐ
た
。
雅
俗
折
衷
で
も
い
か
ん
し
、
言
文
一
致
も
イ
ヤ
だ
し
、
仕
方
が
な
い
、
地
の
文
と
会
話
と

を
全
く
分
け
た
も
の
で
や
つ
て
見
よ
う
と
言
つ
て
、
さ
う
し
た
試
み
を
し
た
こ
と
な
ど
も
あ
つ
た
。
そ
れ
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が
、
『
多
情
多
恨
』
あ
た
り
に
来
て
や
つ
と
思
ひ
通
り
な
も
の
に
ぶ
つ
つ
か
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を

言
つ
た
の
を
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

　
鴎
外
漁
史
の
文
章
は
、
非
常
に
堅
い
、
漢
文
と
国
文
と
を
交
ぜ
た
や
う
な
も
の
で
、
其
文
脈
は
全
く
洋

文
に
属
し
て
ゐ
た
。
そ
の
他
、
露
伴
、
縁
雨
の
文
章
、
あ
ゝ
い
ふ
文
章
が
勢
力
を
持
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ

と
も
不
思
議
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
諸
派

　
派
と
い
ふ
こ
と
は
矢
張
あ
つ
た
。
民
友
社
と
硯
友
社
と
は
や
ゝ
対
抗
的
と
言
つ
て
も
好
か
つ
た
。
そ
れ

に
、
根
岸
派
と
硯
友
社
と
は
向
ふ
処
を
異
に
し
て
ゐ
た
。

　
早
稲
田
と
千
駄
木
、
こ
れ
も
よ
く
話
頭
に
上
つ
た
。

　
日
清
戦
役
以
前
、
即
ち
二
十
七
年
頃
ま
で
は
、
作
家
と
し
て
は
、
紅
葉
露
伴
の
時
代
、
評
論
家
と
し
て

は
鴎
外
逍
遙
の
時
代
で
あ
つ
た
。
透
谷
な
ど
も
ゐ
た
が
、
文
壇
的
に
は
さ
ほ
ど
重
き
を
置
か
れ
て
ゐ
な
か

つ
た
や
う
だ
。

　
鴎
外
漁
史
の
『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
於
け
る
活
動
は
、
明
治
文
壇
に
於
て
他
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
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も
の
と
言
つ
て
も
差
支
な
か
つ
た
。  

蓆    

巻  

せ
き
く
わ
ん

と
い
ふ
字
が
あ
る
が
、
実
際
評
論
壇
に
於
け
る
第
一
人
は

鴎
外
漁
史
で
あ
つ
た
。
忍
月
、
思
軒
、
正
一
な
ど
皆
な
其
手
痛
き
鞭
を
受
け
た
人
々
で
、
逍
遙
さ
へ
五
分

五
分
の
太
刀
打
は
出
来
な
か
つ
た
。

　
明
治
の
二
十
八
九
年
は
、
明
治
文
壇
に
於
て
も
忘
る
ゝ
こ
と
の
出
来
な
い
ほ
ど
活
気
に
富
ん
だ
年
で
あ

つ
た
。
長
い
間
、
押
へ
に
押
へ
て
ゐ
た
若
い
人
達
は
、
日
清
戦
役
の
後
の
文
壇
に
ヒ
シ
ヒ
シ
と
押
し
寄
せ

て
来
た
。

　
鏡
花
、
一
葉
、
風
葉
、
宙
外
、
蘆
花
、
秋
声
、
不
倒
な
ど
と
い
ふ
創
作
家
と
、
樗
牛
、
桂
月
、
嶺
雲
な

ど
と
い
ふ
評
論
家
が
雨
後
の
筍
の
や
う
に 

簇  

生 

ぞ
く
せ
い

し
て
、
小
説
と
評
論
と
を
書
い
た
。

　
太
陽
、
文
芸
倶
楽
部
、
帝
国
文
学
、
目
ざ
ま
し
草
な
ど
と
い
ふ
雑
誌
も
皆
な
そ
の
年
に
出
来
た
。

　
目
ざ
ま
し
草
に
於
け
る
正
直
正
大
夫
の 
金 

剛 

杵 
こ
ん
が
う
し
よ
、
鴎
外
、
露
伴
、
縁
雨
の
三
人
冗
語
　
　
こ
れ
は
後

れ
て
出
て
来
た
若
い
作
家
、
評
論
家
の
群
を
、
大
家
連
が
圧
迫
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
第
二
期
に

於
け
る
大
家
対
新
進
作
家
の
争
ひ
は
、
一
番
明
確
に
そ
こ
に
現
は
れ
て
ゐ
た
と
思
ふ
。

　
創
作
家
に
於
て
は
、
硯
友
社
の
勢
力
は
長
く
長
く
続
い
た
。
二
十
三
年
頃
か
ら
最
近
自
然
派
の
勃
興
に

至
る
ま
で
そ
の
命
脈
は
保
た
れ
て
あ
つ
た
。
小
説
を
書
く
人
は
硯
友
社
に
行
か
な
け
れ
ば
本
当
の
こ
と
は

出
来
な
い
と
其
頃
は
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。
硯
友
社
の
人
達
も
、
評
論
で
は
誰
が
何
と
言
つ
て
も
、
小
説
は
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書
け
ま
い
と
竊
か
に
自
負
し
て
ゐ
た
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
。
紅
葉
、
眉
山
、
柳
浪
、
水
蔭
、
小
波
　

　
日
清
戦
役
後
で
は
、
鏡
花
、
風
葉
、
秋
声
、
春
葉
な
ど
が
其
名
を
専
ら
に
し
て
ゐ
た
。

　
そ
の
中
で
、
柳
浪
は
自
づ
か
ら
一
派
を
成
し
て
ゐ
た
。
題
材
に
も
硯
友
社
の
人
達
と
は
自
づ
か
ら
撰
を

異
に
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
つ
ゞ
い
て
、
天
外
が
出
て
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
細
か
い
複
雑
し
た
空
気

　
文
壇
の
細
か
い
複
雑
し
た
空
気
は
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
陰
影
も
あ

れ
ば
、
日
向
も
あ
る
。
出
版
者
と
作
者
と
批
評
家
と
の
複
雑
し
た
渦
巻
の
や
う
な
関
係
を
知
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
真
相
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
か
う
し
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
西
洋
の
作
物
に

通
じ
て
ゐ
る
人
の
手
か
ら
新
し
い
傾
向
が
絶
え
ず
生
れ
て
行
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

『
文
学
界
』
に
由
て
そ
の
創
作
議
論
を
発
表
し
た
人
達
も
、
矢
張
、
西
洋
文
芸
の
絶
え
ざ
る
愛
読
者
で
あ

つ
た
。
透
谷
の
自
殺
は
、
無
論
他
に
生
理
上
の
関
係
も
あ
つ
た
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
の
大
き
な
原
因
の

一
つ
は
、
矢
張
、
余
り
に
早
い
先
覚
者
で
、
そ
し
て
そ
れ
を
容
れ
る
だ
け
の
余
地
が
当
時
の
文
壇
に
な
か

つ
た
た
め
で
あ
る
。
硯
友
社
の
同
人
に
は
、
西
洋
文
芸
を
完
全
に
味
は
う
こ
と
の
出
来
る
人
が
少
な
か
つ
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た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
却
つ
て
、
通
俗
な
創
作
に
留
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
な
立
場
を
作
つ
た
の

で
あ
る
。

　
二
十
九
年
、
三
十
年
、
三
十
一
年
、
こ
の
三
ヶ
年
間
は
依
然
と
し
て
大
家
対
新
作
家
の
対
立
で
あ
つ
た
。

け
れ
ど
新
作
家
の
作
品
の
現
出
は
い
よ
〳
〵
多
く
、
『
目
ざ
ま
し
草
』
の
大
家
連
も
、
後
に
は
、
こ
れ
に

一
々
目
を
呉
れ
る
の
が
却
つ
て
馬
鹿
々
々
し
い
や
う
な
気
が
す
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
で
、
雲
中
語
も

段
々
さ
び
れ
て
行
つ
た
。

　
読
書
界
の
形
勢
も
、
も
う
紅
葉
、
露
伴
と
は
言
は
な
か
つ
た
。
誰
か
新
作
家
の
中
か
ら
、
変
つ
た
す
ぐ

れ
た
作
家
が
出
さ
う
な
も
の
だ
と
期
待
さ
れ
て
ゐ
た
。
眉
山
が
紅
葉
を
凌
駕
す
る
だ
ら
う
と
一
時
は
言
は

れ
た
が
、
そ
れ
も
い
つ
か
型
に
は
ま
つ
て
、
何
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
や
う
な
境
地
に
居
る
と
い
ふ
こ

と
が
段
々
解
つ
て
来
た
。
評
判
の
好
か
つ
た
水
蔭
の
短
篇
小
説
も
、
粗
製
濫
造
に
陥
つ
て
、
い
つ
と
な
く

段
々
声
価
を
失
つ
て
了
つ
た
。
稀
世
の
才
媛
と
言
は
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
『
目
ざ
ま
し
草
』
の
大
家
連

か
ら
同
じ
大
家
号
を
授
与
さ
れ
た
一
葉
女
史
も
二
十
九
年
の
冬
に
は
、
早
く
も
こ
の
世
を
去
つ
て
行
つ
て

了
つ
た
。
鏡
花
は
評
判
が
好
か
つ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
一
部
の
読
者
に
喜
ば
れ
た
の
で
、
あ
の
偏
つ
た
文

才
が
人
間
の
千
態
万
状
を
描
写
す
る
に
不
適
当
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
ん
な
批
評
家
で
も
よ
く
知
つ

て
ゐ
た
。
風
葉
は
『
恋
慕
流
し
』
の
一
篇
で
、
驚
く
べ
き
才
能
を
見
せ
て
、
一
躍
大
家
の
群
に
入
つ
た
が
、
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そ
の
手
法
、
其
観
察
、
そ
の
文
章
、
そ
れ
が
総
べ
て
硯
友
社
か
ら
系
統
を
引
い
て
ゐ
て
、
他
に
フ
レ
ツ
シ

な
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
『
も
う
少
し
独
創
的
な
も
の
が
欲
し
い
』
な
ど
と
言
は
れ
て
ゐ
た
。

　
宙
外
は
『
あ
り
の
す
さ
び
』
か
ら
『
闇
の
う
つ
ゝ
』
を
書
い
て
、
そ
れ
か
ら
『
新
著
月
刊
』
と
い
ふ
雑

誌
を
始
め
た
。
こ
の
雑
誌
は
早
稲
田
の
一
部
と
硯
友
社
の
一
部
と
相
合
同
し
た
や
う
な
形
に
な
つ
て
ゐ
て
、

風
葉
、
鏡
花
、
宙
外
、
抱
月
な
ど
が
揃
つ
て
其
処
に
筆
を
執
つ
た
。
宙
外
の
心
理
描
写
も
、
空
想
の
分
子

が
余
り
多
す
ぎ
た
の
で
、
硯
友
社
の
人
達
の
作
品
と
比
べ
て
稍
々
真
面
目
な
処
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
余

り
高
い
名
声
を
得
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。

　
柳
浪
が
唯
一
人
熱
心
に
、
例
の
会
話
沢
山
な
写
実
的
小
説
を
書
い
た
。

　
写
実
主
義
と
言
ふ
こ
と
が
其
時
分
の
文
壇
に
多
く
言
は
れ
た
。
紅
葉
の
『
多
情
多
恨
』
な
ど
は
そ
の
空

気
か
ら
生
れ
た
産
物
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
所
謂
写
実
主
義
は
ま
だ
本
当
の
写
生
と
い
ふ
や
う

な
と
こ
ろ
に
さ
へ
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
や
う
な
も
の
で
、
多
く
は
『
空
想
で
こ
し
ら
へ
上
げ
た

写
実
』
で
あ
つ
た
。
其
時
分
で
は
事
実
の
相
違
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
の
作
品
に
も
あ
り
勝
ち
の
こ
と

で
、
そ
れ
が
別
に
作
の
価
値
に
関
係
し
な
い
と
い
ふ
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
写
生
に
疎
か
つ
た
写
実
で
あ
つ
た
。

　
読
者
は
其
他
に
有
望
な
新
作
家
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
西
洋
の
文
芸
に
通
じ
て
ゐ
る
人
は
、

も
つ
と
今
ま
で
の
型
か
ら
離
れ
た
、
す
ぐ
れ
た
作
家
が
出
て
も
好
い
と
思
つ
た
。
其
時
分
、
徳
富
蘆
花
が
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稍
々
毛
色
の
変
つ
た
西
洋
く
さ
い
も
の
を
書
い
て
ゐ
た
。
か
れ
は
『
河
島
大
尉
』
と
い
ふ
小
説
を
書
い
た

り
、
ビ
ヨ
ル
ン
ソ
ン
の
『
ソ
ル
バ
ツ
ケ
ン
』
を
訳
し
た
り
な
ど
し
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
、
文
章
が
何
処
か
硬

く
つ
て
、
硯
友
社
の
若
い
人
達
の
や
う
に
手
馴
れ
た
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
。

　
藤
村
が
『
若
菜
集
』
を
出
し
て
、
当
時
の
青
年
の
心
を
集
め
た
の
は
、
二
十
九
年
で
あ
つ
た
が
、
三
十

年
か
、
三
十
一
年
か
に
、
『
う
た
ゝ
ね
』
と
い
ふ
小
説
の
処
女
作
を
書
い
て
、
そ
れ
を
『
新
小
説
』
の
巻

頭
に
載
せ
た
。
独
歩
が
日
光
の
山
中
に
こ
も
つ
て
『
源
お
ぢ
』
と
い
ふ
短
篇
を
書
き
始
め
た
の
も
そ
の
頃

だ
。
し
か
し
、
さ
う
し
た
新
し
い
試
み
も
、
微
々
た
る
勢
力
し
か
持
つ
て
居
ら
な
か
つ
た
。
硯
友
社
の
若

い
人
達
の 

光  

輝 

か
ゞ
や
き

の
前
に
、
危
く
消
え
残
る
暁
の
星
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
で
、
小
説
壇
は
さ
う
い
ふ
平
凡
な
光
景
で
長
く
つ
ゞ
い
た
。
日
清
戦
後
の Sturm

 U
nd D

rung 

も
、
大

し
て
特
色
の
あ
る
作
家
と
作
品
と
を
残
さ
ず
し
て
過
ぎ
た
。
明
治
の
文
壇
は
依
然
と
し
て
旧
時
代
を
持
続

し
て
ゐ
た
。

　
で
も
、
小
説
壇
の
振
は
な
か
つ
た
に
比
べ
て
、
評
論
壇
は
か
な
り
活
気
に
富
ん
で
ゐ
た
。
高
山
樗
牛
、

大
町
桂
月
、
田
岡
嶺
雲
な
ど
と
い
ふ
大
学
派
の
才
人
を
簇
出
し
て
高
い
気
焔
を
挙
げ
た
。
樗
牛
が
『
太
陽
』

の
時
文
壇
を
舞
台
と
す
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
魚
の
水
を
得
た
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
鴎
外
を
罵
り
、

逍
遙
と
戦
ひ
、
紅
葉
露
伴
を
論
じ
、
そ
の
意
気
の
盛
ん
な
こ
と
も
、
当
時
他
に
類
が
な
か
つ
た
ほ
ど
で
あ
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つ
た
。
当
時
の
小
説
の
無
価
値
と
い
ふ
こ
と
も
度
々
樗
牛
の
筆
に
上
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
大
正
文
学
へ

　
藤
村
の
『
若
菜
集
』
か
ら
、
泣
菫
の
『
暮
笛
集
』
有
明
の
『
独
紘
哀
歌
』
　
　
明
治
三
十
四
五
年
か
ら

六
七
年
に
か
け
て
は
詩
と
歌
と
が
文
壇
に
大
き
な
勢
力
を
占
め
て
来
た
。

　
小
説
よ
り
も
、
詩
集
、
歌
集
な
ど
が
読
者
の
渇
を
医い
し
て
ゐ
た
。

　
其
頃
、
一
方
に
子
規
の
『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
が
あ
り
、
一
方
に
与
謝
野
寛
の
『
明
星
』
が
あ
つ
た
の
は
、

頗
る
注
目
に
値
ひ
す
る
。
『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
の
鼓
吹
し
た
写
生
文
は
、
硯
友
社
の
濃
厚
な
文
体
に
対
し
て

起
つ
た
、
細
か
い
平
淡
な
境
地
で
あ
る
の
に
引
か
へ
て
、
『
明
星
』
の
新
派
和
歌
は
、
濃
厚
な
熱
烈
な
灼

く
や
う
な
光
を
持
つ
て
、
若
い
人
達
を
そ
の
周
囲
に
引
き
つ
け
て
ゐ
た
。
晶
子
の
歌
な
ど
は
殊
に
さ
う
し

た
傾
向
を
多
く
持
つ
て
ゐ
た
。

『
明
星
』
の
態
度
は
、
矢
張
明
治
文
学
の
特
色
で
あ
る
飜
案
の
態
度
で
あ
つ
た
、
上
田
敏
や
、
馬
場
狐
蝶

や
、
蒲
原
有
明
や
　
　
さ
う
い
ふ
人
を
通
じ
て
伝
へ
ら
れ
て
来
た
西
洋
文
芸
の
飜
案
が
そ
の
主
な
る
主
張

と
な
つ
て
居
た
。
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ま
た
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
を
読
ん
だ
も
の
は
幾
人
も
な
い
と
い
ふ
や
う
な
時
代
に
当
つ
て
、
象
徴
詩
な
ど

と
い
ふ
こ
と
が
盛
に
言
は
れ
、
わ
ざ
と
む
づ
か
し
く
し
た
や
う
な
晦
渋
な
詩
が
盛
に
鼓
吹
さ
れ
た
。
一
方

か
ら
言
ふ
と
、
小
説
に
於
け
る
写
実
主
義
の
反
動
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
。

　
其
頃
は
女
子
の
教
育
は
盛
に
な
つ
て  

庇    

髪  

ひ
さ
し
が
み

と
海
老
茶
の
袴
と
が
段
々
眼
に
つ
く
や
う
に
な
つ
て
ゐ

た
。
新
派
の
和
歌
は
、
こ
の
新
し
い
時
代
の
女
を
そ
の
サ
ー
ク
ル
の
中
に
入
れ
る
こ
と
を
過
ま
た
な
か
つ

た
。

　
小
説
で
は
、
柳
浪
、
天
外
、
風
葉
が
矢
張
そ
の
位
置
を
保
つ
て
ゐ
た
。
『
魔
風
恋
風
』
『
青
春
』
な
ど

が
そ
の
頃
の
代
表
作
で
あ
る
。

　
日
露
戦
役
以
前
　
　
即
ち
三
十
六
七
年
頃
は
、
文
壇
は
全
く
沈
滞
し
切
つ
て
ゐ
た
。
紅
葉
が
死
に
、
樗

牛
が
死
に
、
鴎
外
は
小
倉
の
任
地
に
行
つ
て
文
壇
と
は
没
交
渉
に
な
つ
て
了
ふ
。
逍
遙
は
教
育
と
倫
理
に

没
頭
し
て
了
ふ
と
い
ふ
風
で
、
文
壇
に
は
元
老
が
全
く
跡
を
絶
つ
た
と
い
ふ  

状    

景  

じ
や
う
け
い

で
あ
つ
た
。
小
説

に
は
、
西
洋
の
作
品
を
飜
案
し
た
や
う
な
も
の
で
、
今
で
は
活
動
写
真
で
な
く
て
は
そ
の
存
在
を
認
め
ら

れ
な
い
や
う
な
家
庭
小
説
な
ど
が
頻
り
に
批
評
の
的
に
な
つ
て
ゐ
た
。

　
そ
れ
を
根
柢
か
ら
引
く
り
返
し
た
の
が
、
今
日
の
文
芸
の
始
め
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
写
実
主
義
を

更
に
写
生
か
ら
打
立
て
や
う
と
し
た
運
動
、
象
徴
主
義
を
単
に
『
美
な
る
情
緒
』
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
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に
留
め
て
置
く
ま
い
と
し
た
運
動
、
更
に
進
ん
で
、  

驀    

地  

ま
つ
し
ぐ
ら

に
真
に
向
つ
て
突
進
し
て
行
つ
た
運
動
、

さ
う
い
ふ
運
動
の
気
分
が
、
日
露
戦
役
の
終
る
時
分
か
ら
、
凄
じ
い
勢
で
こ
の
文
壇
に
漲
り
渡
つ
て
来
た
。

　
中
で
も
、
一
番
切
実
で
そ
し
て
一
番
有
効
で
あ
つ
た
の
は
、
文
章
の
革
新
か
ら
起
る
気
分
の
進
化
で
あ

る
。
十
年
一
日
の
ご
と
く
、
文
壇
に
覇
王
の
位
置
を
占
め
て
、
牢
乎
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
勢
力
の
あ

つ
た
硯
友
社
が
根
柢
か
ら
く
つ
が
へ
さ
れ
て
行
つ
た
の
は
、
こ
の
文
章
の
気
分
の
変
転
が
主
な
る
原
因
で

あ
る
こ
と
は
争
は
れ
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
文
章
の
気
分
の
変
転
は
二
葉
亭
の
飜
訳
や
、
『
文
学
界
』
の
人
々

の
気
分
や
、
『
明
星
』
の
人
達
の
鼓
吹
や
、
『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
の
写
生
文
や
、
さ
う
い
ふ
処
か
ら
長
い
間

鬱
積
し
て
ゐ
て
出
て
来
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
こ
と
は
説
く
必
要
が
な
い
。
　
　
し
か
し
私
は
飜
案
時
代
の
文
学
の
型
を
脱
せ
ず
に
そ
の
ま
ゝ

大
正
の
時
代
に
入
つ
て
行
つ
た
明
治
文
学
を
惜
む
一
人
で
あ
る
こ
と
を
此
処
に
言
つ
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
定
本
　
花
袋
全
集
　
第
二
十
四
巻
」
臨
川
書
店

　
　
　1995
（
平
成7

）
年4

月10

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
毒
と
薬
」
耕
文
堂

　
　
　1918

（
大
正7
）
年11

月5

日

初
出
：
「
文
章
世
界
　
第
七
巻
第
十
四
号
」
博
文
館

　
　
　1912

（
大
正
元
）
年10
月15

日

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

※
「
飜
案
」
と
「
翻
案
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

入
力
：tatsuki

校
正
：hitsuji

2020

年6

月27

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

17



こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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