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仁
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代
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ラ
ソ
ス
文
学
1

明
治

十

一
年

六
月
、

川
島
忠
之
助

は
ジ

ュ
ー
ル

・
ヴ

ェ
ル
ヌ
の
小
説

『
入
十

日
間
世
界

一
周
」

を

『
新
説
八
十
日
間
世
界

一
周
」

の
訳
題

で
初

め
て
フ
ラ
ン

ス
語
原
典

か
ら
翻
訳
し
、
刊
行
し
た
が
、
そ
れ
以
前

に
は
フ
ラ
ン
ス
文
学

の
翻

訳
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

わ
ず

か
に

ル
ソ

ー
な
ど

一
部

の
文
学
者
、

思
想
家
が
紹

介
さ
れ
て

い
た

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
ヴ

ェ
ル
ヌ
も

の
の
翻
訳
が
科
学
万
能
思
想

の
尊

重

の
風
潮
を
背

景

に
盛
ん

に
行

な
わ
れ
る
と

い
う
よ
う

に
、

明
治
十
年
代

に
は
か
な
り
多
数

の
作
品
が
伝
え
ら
れ
た
。
あ
る
種

の
作
品
は
自
由
民
権
運
動

を
反
映
し

て
政
治
的
色
彩
を
お
び
て

い
た
が
、
概
し

て
云
え
ぽ
恣
意
的
な
翻
訳

①

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
お
そ
ら
く
、
な

に
が
す
ぐ
れ

て
、
な

に
が
代
表
作

で
あ

る

か
を
知
ら
ず

に
翻
訳

し
て
い
た
た
め
で
も
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
。
当
時

の
翻
訳
者

が
持

ち
え

た

フ
ラ
ン
ス
文
学

の
知
識
を
明
治

二
十
年
代

に

つ
い
て
調

べ
て
み
よ

②

う
と

い
う

の
が
小
論

の
意
図

で
あ

る
。

1

井
上
哲
次
郎
は

「
仏
国
哲
学

の
概
況
」

(
『
哲
学
会
雑
誌
』

二
十
号
、
明
治

二
十

一
年
九
月

五
日
)

に
お
い
て
、

イ
ポ
リ

ッ
ト

・
テ
ー

ヌ
が

『
千
九
百
年
代

の
仏
国
哲
学
』
を
著
わ

し
、
経
験
哲
学

を
標
榜

し
、

『
知
識
篇
』

で
は
初

め
は

経
験

心
理
学

を
説
き
、
最
後

に
は
形
而

上
学
に
論

及
し
、

カ

ン
ト
と

ミ
ル
と
の

知
識
論

を
排

斥
し
て
、

そ

の
中
間

に

一
種

の
地
位

を
占

め
た
こ
と
を
伝
え
、
さ

ら

に
は

『
審
美
哲
学
』

で

「
一
切

の
美
術

は
物

の
特
質
を
写
し
出
す
」

こ
と
を

論

じ
て
い
る
点

を
指
摘

し
、

テ
ー

ヌ
が
経
験
学
派

で
あ

り
、

コ
ン
ト
に
近

い
け

れ
ど
、

い
わ
ゆ

る

コ
ン
ト
学
派
と

は
み
な
し

に
く

い
と
論
じ

て

い

る
。

つ

い

で
、

エ
ル
ネ

ス
ト

・
ル
ナ
ン
を
と

り
あ
げ
、

『
耶
蘇
教
紀
原
史
」
、

『
哲
学
問

答
録
』

に
言
及

し
、

ル
ナ
ン
と

の

一
問

一
答
形
式

で
、

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

の
現

況

を
述

べ
て
い
る
。

ル
ナ

ン
に
よ
る
と
、

こ

の
時

期
の

フ
ラ

ソ
ス
は
、
哲

学
衰
退

の
時
代

で
あ

り
、

自
分

は
唯
物

論
者
で
も
唯
心
論
者
で
も
な
い
し
、

テ
ー

ヌ
は
現
今
第

一
の
哲
学

者

で
、

そ

の
学
説

は
正
し
く
、

自
分

の
哲

学
上
の
見
解

は

『
哲
学
問
答
録
』

に

詳

し

い
と
云

い
、

キ
リ

ス
ト
は
歴
史

上
注
目
す
べ
き

人
物

で
あ
る
が
、
哲
学

者

が
信
じ
な
く
て
な
ら
な

い
存

在
で
は
な

い
、
自

分
は
キ
リ

ス
ト
教

を

い
さ
さ
か

も
信
じ
な

い
が
、
信
ず

る

に
足
る
も

の
で
も
な

い
と
説
く
。

結
局
、

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
は
、
ヴ

ィ
ク
ト

ル

・
ク
ザ

ン
の
唯
心
論
系
統

の
フ

ラ
ン
ス
派
、

カ
ン
ト
の
先
天
論

に
拠

る
ド
イ

ッ
派
、

ミ
ル
、

ベ
イ
ン
、
主

に
ス

ペ
ン
サ
ー
の
経
験
哲
学

に
依
拠
す

る
イ
ギ
リ
ス
派

の
三

つ
の
派

に
分
れ
、

ク
ザ

ソ

一
派
が
衰

え
、

ス
ペ

ン
サ
ー
の
経
験
学
派
が
抬

頭
し
て

い
る
。

こ
れ
は
哲
学

の
領
域

に
限
ら
れ
る
現
象

で
は
な
く
、
文
学

で
も

ユ
ゴ
ー
、
デ

ュ
ー

マ
以
後

「古

文
学
派
」
を
排
し
、
ゾ

ラ
の
猥
褻
な
る

「
自
然
学
派
」
が
出
現
し

て

き

て

い

る
。
井
上
哲
次
郎

の
こ
の
論
文

は
当
時
と

し
て
は
か
な
り
充
実
し

た

長

論

文
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で
、
哲
学
界

の
現
況
を
伝
え

た
も

の
で
あ
る
が
、
文
学
界

の
動
向

に
も
大
き
く

関
連
す

る
部
分
を
も

っ
て
い
る
点

で
注
目
さ
れ

る
。

十
九
世
紀

フ
ラ

ン
ス
文
学
が

ロ
マ
ン
主
義
を
経

て
、
写
実
主
義
、
自
然
主
義

へ
と
発
展
し

て
い
く
時
期

で
あ
り
、
そ

の
大
き
な
潮
流
は
思
想
哲

学
上

の
流

れ

と
決
し
て
無
縁

で
は
あ
り
え
な

か

っ
た
。
と
く

に
、

テ
ー
ヌ
や

ル

ナ

ン

の

場

合
、
文
学
と
思
想

・
哲
学

の
両
域
に
大
き

く
ま
た
が

っ
て

い
る
人
物

で
あ

っ
た

の
で
、
そ
う
し
た
人
物

の
紹
介

は
す
こ
ぶ
る
有
意

義
で
あ

っ
た
と

考

え

ら

れ

る
。も

ち
ろ
ん
、

こ
の
時
期
に
は
前
述

の
よ
う
な
哲
学
上

の
著
作

の
紹
介
ぼ

か
り

が
行

な
わ
れ
た

の
で
は
な
く
、

フ
ラ

ン
ス
文

学

の
紹
介

も
さ
ま
ざ

ま
な
形

で
試

み
ら
れ
て

い
た

の
で
あ

る
。

た
と
え
ぽ
、
宮

本
平

九
郎

は

『
志
が

ら
み
草
紙
』

十
号

(
明
治

二
十

三
年

七
月
)
に

「
仏
国
文

学
界

の
七
詩
星

」
を
掲
載

し
、

ロ

ン
サ
ー

ル

一
派

の
い
わ
ゆ
る
プ

レ
イ
ヤ
ー
ド
の
詩

人
た
ち
を
と

り
あ
げ

て
論

じ

て

い
る
。
各
詩
人

の
略
伝

の
あ
と
、
プ

レ
イ
ヤ
ー
ド
の
詩
人

た
ち
の
功
績

に
触

れ
、

「
希
臘
拉

丁

の
古
語

を
藉
来

り
て
之

を
鎔
鋳
混
化

し
以

て
仏
蘭

西
語

を
高

尚
な
ら
し
む
る
こ
と
」

「
古

人
の
慣

用
せ
る
種

々
の
詩
体

を
誘

入
し
以

て
詩
を

高
尚

な
う
し
む
る
こ
と
」

の
二

つ
の
点

を
指
摘

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
古
典

文
学

の
紹
介
が
試

み
ら
れ

た
の
は
、
長

い
伝
統
を
も

つ
フ
ラ
ン
ス
文
学

の
理
解

の
た
め
に
は
大
切

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
ひ
と
え

に
紹
介
者

の
見
識
を
示
す
も

の

で
あ

ろ
う
。

偶
然

か
も
し
れ
な

い
。

ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
す
な
わ
ち
、

二
十
三

年

七

月

の

『
日
本
之
文
華
』
十

四
号

に

「
十
七
世
紀

に
於
け

る
仏
国
文
学
者
」
と
題
し
て

猿

の
家
と

い
う
匿
名
人
物
が

フ
ラ
ン
ス
に
も
文
学
が
あ
る

の
か
ど
う
か
と

い
う

声
を
聞
く
け
れ
ど
、
そ

ん
な

ふ
う
な
質
問
を
受
け
る
ほ
ど
わ
が
国

で
は
フ
ラ
ン

ス
語
、
ま
し
て
や

フ
ラ
ン
ス
文
学
を
学
ぶ
者

は
少
な

い
の
で
、

あ
え
て
自
分
が

そ

の
紹
介

の
労
を
と
る

の
だ
と
、

ル
イ
十
四
世

の
時
代
、
十
七
世
紀

の
フ
ラ

ン

ス
文
学

の
大
家
だ
ち
を
論
述
し
て

い
る
。
す

な
わ
ち
、

バ

ル
ザ

ッ
ク
、

コ
ル
ネ

イ

ユ
、
.ラ

・
ロ
シ

ュ
フ
ー

コ
ー
、

ラ

・
フ
ォ
ソ
テ
ー

ヌ
、
、

モ
リ

エ
ー

ル
、

ヴ

ォ
ル
テ
ー

ル
、

セ
ヴ

ィ

ニ
エ
夫
人
、

ボ

シ

ュ
エ
、

ポ

ワ
ロ
ー
、

ラ

シ
ー

ヌ
、

ラ

ブ

リ

ュ
イ

エ
ー

ル
、

フ

ェ
ヌ
ロ
ン
の
十

二
名

の
評
伝
で
あ
る
。

イ
ギ
リ

ス
に

シ

ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
、

ド
ラ
イ
デ

ン
、

ド
イ
ツ
に

シ
ル
レ
ル
、

ゲ
ー
テ
が

い
る
よ
う

に
、

フ
ラ

ン
ス
に
は

モ
リ

エ
ー

ル
、

フ

ェ
ヌ
ロ
ン
、

さ
ら
に
は
ラ

シ
ー

ヌ
、

コ

ル
ネ
イ

ユ
が

い
る
と

云
い
、

「
諸
大
家

は
万
能

に
あ

ら
す
、
散
文

を
よ
く
す
れ

と

も
、
詩

に
巧
な
ら
さ
る
あ

り
、
詩

は
巧
な
れ
と
も
、
散
文

に
拙

な
る
あ

り
、

故

に
各

々
其
長
所
を
取

っ
て
以

て
、
短
所
を
補
足

せ
は
、
斯
学

の
進
歩
亦
大

に

見

る

へ
き
も

の
あ
ら

ん
」
と
、
紹
介
者

の
意
見
を
披
瀝

し
て
い
る
。

も

っ
と
も
、
古
典

に
対
す

る
こ
の
よ
う
な
興
味

よ
り
も
同
時
代

の
文
学

へ
の

関

心
の
方
が

は
る
か
に
強
く

み
ら
れ

た
こ
と
も
否

め
な

い
よ
う

で
、

た
と
え
ば

『
女
学
雑
誌
』

二
九

五
号
(
二
十

四
年
十

二
月
)
の

「
仏
蘭

西
小
説
」

の
冒
頭
、

「
誰

か
仏
蘭
西

の
小
説

は
ゾ

ラ
の
小
説
な
り
と
云

ふ
」
と

い
う

一
節

に
は
そ
う

し
た
関

心
の

一
端
が
示
さ
れ

て
い
な
い
だ

ろ
う

か
。
当
時

の
人
び
と

に
は
、

フ

ラ
ン
ス
の
文
学

は
、
ゾ

ラ
や

ユ
ゴ
ー
な
ど
世
.代

の
近

い
作
家

・
詩
人

た
ち

の
そ

れ

で
な
く

て
は
な
ら
な

か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
彼
ら

の
関
心

は

「
仏
蘭
西
人
民

の
真
生
涯
を
写
す
も

の
」
と

し
て
の
フ
ラ
ン
ス
文
学

で
あ

っ
た

に

ち

が

い

な

い
。
そ
れ

で
あ
れ
ば

こ
そ
、

「
小
説

の
実
際
派
を
論
ず
」

(
『
女
学
雑
誌
』

三

〇

八
号
、

二
十

五
年

三
月
)
と

い
う
翻
訳
が
掲
げ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ゾ

ラ

の
観
察
と
実
験
を
科
学
的
方
法
を
用

い
て
文
学
的

に
構
成
し
て

い
く
小
説
論
、

す
な
わ

ち
実
験
小
説
論
を
適
用
す

る
人

た
ち
を
実
際
派
と
呼
ぶ
と
説
明
し
、
ゾ

ラ
と

モ
ー
パ

ッ
サ
ソ
の
二
人

に

つ
い
て
こ
れ
を
論
述

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ゾ

ー
ラ
は
現
実
変
象

の
法
を
得

た
り
し
も

の
に
あ
ら
ず

た
だ
そ

の
変
象

1'



を
想
像
し
て

こ
こ
に
結
論
を
求
め
た
る

の
み
。
L

「
モ
ー
パ

ッ
サ
ン
ト
は
ゾ

ー
ラ
の
同
臭
な
り
自
然
派

の

一
味
な
り
唯
そ

の
臭

は
な
は
だ

や
ゾ

ー
ラ
の
ご
と
く
酷
し
か
ら
ざ
る

の
み
…
…
。

(
中
略
)
蓋
し
渠

は
ゾ
ー

ラ

に
似
た
る
偏
着

の
自
然
派
に
あ

ら
ず
渠

は
現

今

の

『
ロ
ー

マ
ン
ス
』
を

も

て

『
自
然
」
の
真

を
欠

く
可
か
ら
ざ
る
心
の
歴
史
と

は
な
せ
り
け
り
。

」

と
、

フ
ラ

ン
ス
の
写
実

主
義

の
特
質
が
説

か
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

一
方
、

「
仏
蘭

西
文
学

の
最
大
特
質
」

(
『
国
民
之
友
』

一
七

四
号
、

二
十

五
年
十
月
)

で
は
、

コ

言
以

て
之

を
蔽

へ
ば
、
其

の
社
会
的

な
る
に
あ

り
…
。

(中
略
)
国
家

と
個
人
、
父
と
子
、
夫
と
妻
、
義
務
と
権
利

の
関
係
程
大
な

る
問
題
を
知
ら
ざ

る
な
り
。
」

と
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
文
学

の
特
質
を
社
会
性
と
十
九
世
紀
後
半

の
写
実
主
義
文
学

に
お
け

る
真
実

の
尊
重
と

い
う
傾
向
と

に
お
い
て
捉
え

て
い

　

る
点

に
注
意

し
た
い
。
さ

ら
に

「
仏
国
文
学

の
薪
潮
」

(
『
国
民
之
友
』

二

一

六
号
、

二
十
七
年

二
月
)

で
も
、
ブ

ー
ル
ジ

ェ
の
言
と

し
て
文
学

は
生
活

の
反

映

で
あ

り
、
今

日
の
小
説
家

は
道
徳
的
生
活

を
写
す

こ
と
を
目
的
と

し
、

い
ま

や
写
実
主
義

か
ら
理
想
主
義

へ
と
移
行
を
み

せ
、
道
徳
復
活

の
時
期

に
入
り
、

生

理
的
実
験
主
義

よ
り
も
心
理
的
実
験
主
義

に
立
脚
す

る
こ
の
道
徳
上

の
新
潮

は

ロ
シ
ア
文
学
と

イ
ギ
リ
ス
文
学

の
影
響
と
若
者

の
愛
国
精
神

の
高
揚
と

の
二

つ
の
原
因

に
よ
る
も

の
で
あ

る
と
説
明
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
動
向

は
す

で

に
雲
井
春
香

の

「
仏
国
思
想
界

の
変
遷
」

(
『
日
本
評
論
』
五
八
号
、

二
十
六

年
十

二
月
)

に
お
い
て
も
伝
え
ら
れ

た
こ
と

で
あ

る
が
、

一
八
三
〇
年
代

の
小

説

は
情

を
主
眼
と

し
て
お
り
、

四
〇
年
代

の
小
説

は
智

に
ま
み
れ
て
お
り
、

七

十
年
代

で
は

「
拝
金
的
文
学
」

の
時
代

で
あ

っ
て
、
ゾ

ラ
、

モ
ー
パ

ッ
サ
ソ
に

そ
れ
が
き

わ
め
て
顕
著

に
認

め
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
さ
ら

に
、

ガ
ブ

リ

エ
ル

・

モ
ノ
オ

の
評
言
を
伝
え
て

「
今
や
仏
蘭
西
は
高

尚
な
る
も

の
、

大

い
な
る
も
の

を
求
む
る
こ
と
切
な
り
、
美
術

も
、
文
学
も
此

の
傾
向

を
顕
は
せ
り
」
と
、

フ

ラ
ン
ス
文

学
に
理
想
主
義
的
傾
向
が
抬
頭

し
て
き

て
い
る
こ
と

を
指
摘

し
て
い

る
。写

実
主
義
が
人
生

の
真
を
描
く

こ
と

に
汲

々
と

し
て
い
た
た
め
に
、
拝
金
思

想
的
文
学
を
生
み
出
し
か
ね
な

か

っ
た
点
を
反
省
し

て
、
も

っ
と
霊
性
的
な
も

の
を
求

め
(
理
想
主
義
的
傾
向
を
取
り
戻
そ
う
と

し
た
の
で
あ

ろ
う
が
、

こ
の

よ
う
な
動
向
が
伝
え
ら
れ
る
と
き
、
ゾ

ラ
、

モ
ー
パ

ッ
サ
ン
に
先
行
す

る
文
学

と
し

て
、
前
世
紀
す
な
わ
ち
十
八
世
紀

の
文
学
を
十
分

に
意
識
し
て

い
た

に
ち

が

い
な

い
。

そ

の

一
つ
の
証
左
と
し
て
、

す

で
に
十

六
世
紀
と
十
七
世
紀

の
文

学

に
つ
い
て
は
紹
介
さ
れ
て

い
た

こ
と
も
あ

っ
て
か
、
福
島

静
斎
が

「
拾
八
紀

の
仏
蘭
西
文
学
」
.
(
『
日
本
人
」

二
四
、

二
五
号
、

二
十
九
年
八
月
)
を
書

い

て

い
る
。
そ

こ
で
は
人
間
思
想

の
文

学
、

も

っ
と
も
雄
大
な
思
想

の
文
学
が
取

り
沙
汰
さ
れ
て

い
る
。

十
六
世
紀

に
は
イ

タ
リ
ア
文
学
、
十
七
世
紀

に
は

ス
ペ

イ

ン
文
学

の
影
響

を
受

け
た

フ
ラ
ン
ス
文
学
ほ

十
八
世
紀

に
は
イ
ギ
リ

ス
文
学

の
感
化
を
蒙

っ
て
い
る
。
'の
み
な
ら
ず
、

イ
ギ
リ

ス
か
ら

の
影
響

を

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
全
域

に
伝
播
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
を
通
じ
な

い
と

い
か
な
る
も

の

も
文
明
と

は
云
え
な

い
め
だ
と
論
じ
、

モ
ン
テ

ス
キ

ュ
ー
、
ヴ

ォ
ル
テ
ー

ル
、

ル
ソ
ー
の
三
人

の
文
学
を
と
り
あ
げ

て

い
る
。
結

局
、

フ
ラ
ン
ス
革
命

の

一
要

因
と
し
て
、
十
八
世
紀

フ
ラ
ン
ス
文
学

の
自
由

平
等

思
想
が
あ

っ
た
こ
と
を
説

い
て

い
る

の
で
あ
る
。

・
こ
の
よ
う

に
明
治

二
十
年
代

末
期
に
は

フ
ラ
ン
ス
文

学

の
特
質

を
論
ず

る
傾

向
が
目
立

っ
て
き

て

い
る
が
、

こ
れ
に
は
、

明
治

二
十
五
年

三
月
に
渋
江

保
が

『
独
仏
文
学
史
』
を
博

文
館

か
ら
刊
行
し
て

一
応
は

フ
ラ
ソ
ス
文

学
史

が
邦
語

で
読

め
る
よ
う

に
な

っ
て

い
た

こ
と
と
決
し
て
無
縁

で
は
な

い
よ
う

に
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ

る
。
渋
江

の
著
書

で
は
、

フ
ラ
ン
ス
文
学
史
を

つ
ぎ

の
四
項

に
分

け

て
論
述

し
て
い
る
。

O
、
封
建
時
代

ノ
文
学
、
⇔
、
仏

国
文
学

ノ
発
達

⇔
、
路
易

十
四
世

ノ
文

学
、
⑭

、
仏
国
最
近
世

ノ
文

学
。

邦
語

で

フ
ラ

ン
ス
文
学
史
が
刊
行

さ
れ

た
と

は
云
え
、

フ
ラ

ン
ス
で
も
ま
だ

首

尾

一
貫

し
た

フ
ラ
ン

ス
文
学
史

の
刊
行
が
待
望

さ
れ

て
い
た
時
期

で
も
あ

っ

た
こ
と

を
見
落

し
て
は

い
な
か

っ
た
。

『
帝
国
文

学
』

二
巻
十
号

(
二
十
九
年

十
月
)
所
載

の

「
仏
文
学
史
編
纂
」
と

い
う
記
事

は
プ

テ

ィ

・
ド

・
ジ

ュ
ル
ヴ

ュ
の
『
起

源
か
ら
千
九
百
年

ま
で
の

フ
ラ

ソ
ス
語

お
よ
び

フ
ラ

ン
ス
文

学
史
』
の

刊
行

を
伝

え
た
も

の
で
あ

る
が
、
内
容
紹
介
と
同
時

に
、

こ
れ
が
近

世
文

献
学

の
研
究

に
基

く
科

学
的
方

法
と
言
語
学
上

の
成
果

を
駆
使

し
た
編
纂

に
よ
る
文

学
史
で
あ

る
こ
と

を
最
大

の
讃
辞

で
紹
介

し

い
る
。
多

分
、

こ

の
文

学
史

の
翻

訳

刊
行

を
期
待

し
て
の
紹
介
記
事

で
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
頃
、

わ
が

国
最
初

の

フ
ラ

ン
ス
文

学
研
究

の
雑

誌

『
白

百

合
』

(
明
治

二
十
九
年
五
月
)
が
創

刊
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
わ
ず

か
に

二
号

し

か
刊
行

さ
れ
な
か

っ
た
。

長
田
秋
濤
が
創

刊
号
に

『
椿
姫
」

を
訳
出

し
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

の
ち

に
早
稲
田
大
学
出
版
部
か
ら

こ
の
小

デ

ュ
ー

マ
の

小

説
を
翻
訳
出
版
し
て

い
る
が
、

『
白

百
合
』

に
訳
載
し
た
の
は
同
じ
作
者

の

戯
曲

の
訳
で
あ

っ
た
。
秋

濤
は

「
訳
文

の
語

句
往

々
本
邦
普
通
言
辞

と
し
て
は

穏

な
ら
ざ
る
者
多

し
、
蓋

し
原
文
と
相
反

せ
ざ
ら
ん
と
努

め
た
る
に
依

る
」
と

序

文
で
断

っ
て
い
る
よ
う
に
、
原
文

に
忠
実

な

口
語
体

の
翻
訳
劇
と

し
て
訳
出

し
て

い
る
。
小
説

『
椿
姫
』

で
は

ヒ
ロ
イ

ソ
は
後
藤
露
子

の
名

に
な

っ
て

い
る

が
、

こ
こ
で
は

マ
ル
グ
リ

ッ
ト

・
ア
ル

マ
ソ
で
あ

り
、
そ

こ
に
も
訳
者

の
態
度

が
表

わ
れ
て
い
よ
う
。

『
白

百
合
』

は
秋
濤

の
ほ
か
に
黒

田
清
輝
、
久
米
桂

一
郎
た
ち

に
よ

っ
て
刊

行

さ
れ
た
同
人
雑
誌

で
、

「
我
が

国
の
文
壇

に
仏
国
文
学
美
術

の
花

を
移
植

」

す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
画
期
的

な
定
期
刊
行
物

で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
、
短

か

す
ぎ

た
生
命

の
た
め
に
わ
が

国
の
文
学
美
術

に
は
注

目
す

べ
き
影
響

も
あ

た
え

ず

に
終

っ
て
し
ま

っ
た
。

ミ

シ

ェ
ル

・
ル
ヴ

ォ
ン
、

ロ
シ
ヤ
公
使

ヒ
ト

ロ
ヴ

ォ

の
寄
稿

も
み
ら
れ
、

本
格

的
な

フ
ラ
ン
ス
文

学
研

究
雑
誌

と
し
て
出
発

し
た

の

で
あ

っ
た
が
、

ほ
ぼ

同
時

期
に
創

刊
さ
れ
た

『智

徳
会
雑
誌
』

に
く
ら
べ
る
と

き
、

内
容

的
に
は
乏

し
い
も

の
を
隠

せ
な
い
の
で
あ

る
。

『智

徳
会
雑
誌
』

の
場
合
、
当
初

は
普
通

の
雑
誌

で
あ

っ
た
が
、

あ
る
時
期

か
ら

フ
ラ
ン
ス
文
学
紹
介

の
そ
れ

へ
変

貌
を
み
せ
る

の
で
あ

っ
た
。

い
ず

れ
に
せ
よ
、

こ

の
時

期

に
な

っ
て
、

よ
う

や
く
日
本
人
に
よ
る

フ
ラ

ソ

ス
文
学

の
研
究

の
機

運
が
熟

し
て
き
た

の
で
あ
る
。

明
治

二
十

二
年

に
、
東
京

帝
国
大
学

に
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
が
創
設
さ
れ
、

二
十
六
年

頃
か
ら

フ
ラ

ン
ス
語

に
よ
る

フ
ラ
ソ
ス
文
学

の
講
義
が
始
め
ら
れ
て

い
た
が
、
研
究

水
準

は
そ
れ
ほ

ど
高

い
も

の
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

前
記

二
つ
の
雑
誌

に
み
ら
れ
る

フ

ラ
ン
ス
文
学
紹

介

・
研
究
は
そ
う
し
た
背
景

の
も
と

に
生
ま
れ
た

の
で
あ

る
。

上
田
敏

は

『
帝
国
文
学
」

(
三
十
年

八
月
)

に

「
仏
蘭
西
文
学

の
研
究
」
を

寄

稿
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
語
が
わ
ず

か

に
法
律
学

の
分
野

で
余
命

を
保

っ
て

い
た

が

、
最
近

に
な

っ
て
高
等

教
育

に
お

い
て
勢

力
を
回
復
し
て
き

た

こ
と
を
述

べ

て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
文

科
大
学

の
フ
ラ

ソ
ス
文

学
科
が

数
名

の
学

生
を
擁

す

る
よ
う

に
な

っ
た
が
、
学

界
全
体

に
は
ま
だ
影
響

を
あ
た
え
る
ま
で
に
は
至

っ

て
い
な

い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

上

田
敏

は
、

こ
の
文
章

で

「
西
欧
大
陸
最
大

の
文
学

は
何
等

の
感
化
を
邦
文

に
与

ふ
こ
と

な
」

し
と
慨
嘆

し
、

ま
ず
最
初

に
十
七
世
紀

の
文
学

か
ら
研
究
を

開
始
す
べ
き
だ
と
、

コ
ル
ネ

イ

ユ
、

ラ
シ
ー
ヌ
、

モ
リ

エ
ー
ル
、

ラ

・
フ
ォ
ン

テ

ー

ヌ
、

ミ

ュ
ツ
セ
、
ボ

ー
ド

レ
ー
ル
、

ユ
ゴ

ー
、

フ

ロ
ベ

ー
ル
、
ゴ

ン
ク
ー
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ル
、
ゾ

ラ
、
ド

ー
デ
、
バ

ル
ザ

ッ
ク
、
ブ

ー
ル
ジ

ェ
な
ど
、
十
七
世
紀

か
ら
十

九
世
紀

ま
で
の
主
要
文
人

た
ち
に
言
及

し
た
あ
と
、

日
本

の
文
学
を
清
新
雄
大

の
国
民
文
学
た
ら
し

め
る

に
は
伝
統
あ
る

フ
ラ
ン
ス
文
学
を
研
究
し
な
く
て
は

な
ら
な

い
と
説

い
て

い
る
。

こ
の
時
期

の
わ
が
国

に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究

の
状
況
を
知

る
上
で
は

『
智
徳
会
雑
誌
』
四

三
号

(
三
十

一
年
十

二
月
)
所
載

の

「
仏
蘭
西
文
学

の
研

究
と
我
智
徳
会
雑
誌
」

の
文
章

は
非
常

に
貴
重
な
資
料

で
あ

ろ
う
。

こ
の

一
文

で
は
、
当
時

の
翻
訳

の
大
家
、
森

鴎
外
、
森
田
思
軒
、
内
田
不
知
庵

の
三
人
に

触
れ
、
思
軒
が
英
訳
本
か
ら

の
重
訳

で

ユ
ゴ

ー
を
翻
訳

・
紹
介
し
た

こ
と

に
言

及
し
、

「
訳
者
が
刻
苦
惨
憺

の
甲
斐
も
な
く
、
間

々
誤
れ

る
ふ
し
あ

る
は
免

れ

難
き
な

る
べ
し
」
と
批
判

し
、

つ
い
で
フ
ラ
ン
ス
文
学

の
研
究

の
必
要
性
を
説

い
て
い
る
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま

で
も

「
国
民
文
学

の
振
興
」

の
た
め
の
も

の
で

あ

っ
た
。

『
智
徳
会
雑
誌
』
が
や
が
て
誌
名
を

『
忍
ぶ
草
」
と
改
題

(
明
治
三

十

一
年

二
月
)

し
て
本
格
的
な

フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
誌
と
変
貌
す

る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
我

田
引
水
的
な
主
張

で
あ

る
が
、
国
民
文
学

の
大
成

に
寄
与
し

よ
う

と
す

る
姿
勢

に
は
注
目

し
て
よ
い
。
だ
が
、

『
忍

ぶ
草
』
も

ま
た
目
的

の
み
大

き
く

て
効
果

の
乏

し
い
雑
誌

に
終

っ
て
し
ま

っ
た

こ
と

は
き
わ

め
て
残
念

で
あ

る
。

2

最
後

に
、

ご
く
簡

略
に
、

日
本

の
近
代
作
家

の
う

ち
に

フ
ラ

ン
ス
文
学
が
ど

の
よ
う
に
摂
取

・
吸
収
さ
れ
た
か
と

い
う
問

題
に

つ
い
て
述

べ
て
お
き

た
い
。

森

田
思
軒
、

黒
岩

涙
香
な
ど
の
翻

訳
者
、
宮
本
平
九
郎
、
人
見

一
太
郎
、
上

田
敏

な
ど

の
紹

介
者
を
別
と
す
る
と
、

作
家

・
詩
人

の
な

か
に
フ
ラ
ン
ス
文
学

の
影
響

を
ま
と
も
に
受
け

た
者

を
探
す

こ
と
は
決
し
て
容
易

で
は
な

い
。

明
治

三
十
年
代
以
降

で
あ
れ
ぽ
、
永
井
荷
風

に
お
け

る
ゾ

ラ
イ
ズ

ム
、

モ
ー
パ

ッ
サ

ン
の
影
響

な
ど
、
す

で
に
数
多
く

の
研
究
も
出
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
そ
れ

は

む
ず

か
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
だ
が
、
小
論
が
問
題
と
す

る
明
治

二
十
年
代

で

は
多
く

の
作
家

は
い
な

い
。

こ
こ
で
は
そ
う

い
う
存
在
と
し
て
、

尾
崎
紅
葉
と

森
鴎
外

の
二
人
を
対
象

に
、
そ

の
フ
ラ
ソ
ス
文
学
と

の
か
か
わ
り
方
を
み
て

お

き

た
い
。

尾
崎
紅
葉
は
出
世
作

『瀛

比
色
懺
悔
』

(明
治
二
+
二
年
)
で
蘿

の
影

響
を
受
け

た
が
、
や
が

て
西
鶴
模
倣
を
脱
却
し
、
外
国
文
学

の
翻
案
を
試

み
、

十

二
編

の
翻
案

を
作

っ
て
い
る
。
そ

の
翻
案
作
品

の
三
分

の

一
は

フ
ラ
ソ

ス
文

学

に
材
を
え

て
い
る
。
す
な
わ

ち
モ
リ

エ
ー
ル
の

『
守
銭
奴
』
か
ら

『
夏
小
袖
』

『
に
わ
か
医
者
」

か
ら

『
恋

の
病
」
、
ゾ

ラ
の

『
制
作
』

か
ら

『
む
き

玉
子
』
、

「
テ

レ
ー
ズ

・
ラ
カ

ン
』

か
ら

『
隣

の
女
』

な
ど
を
翻
案

し
て
い
る
。
紅
葉

は

英
訳
本
を
通
じ
て

フ
ラ

ソ
ス
文
学

の
作
品

に
接

し
た
が
、

一
方

で
は
長

田
秋
濤

と

の
共
訳
で
、

ヴ

ィ
ク
ト

ル

・
ユ
ゴ
ー
の

『
ノ
ー
ト

ル

・
ダ

ム

・
ド

・
パ
リ
』

を

『
鐘
楼

守
」

の
訳
題
で
刊
行

し
て
い
る
。

さ
ら
に
仔
細

に
紅
葉

の
作
品

を
検

討

す
る
と
、

ゾ
ラ
の
感
化

を

『
恋
山
賊
」
、

『
浮
蔵
主
』
、

『
不
言

不
語
』

な

③

ど

に
見
出

す
こ
と
が

で
き

る
し
、

『
金
色
夜
又
』

に
は

モ
リ

エ
ー
ル
の

『
守
銭

奴
』

の
そ
れ
さ
え
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

『
金
色
夜

叉
』

の
場
合
、
金

の
た
め

に
男
を
裏
切
る
明
治

の
式

女
と

い
う
点

で
、

『
夏
小
袖
」

に
翻
案

し
た

『
守
銭

④

奴
』
が
影

を
宿

し
て
い
る
こ
と
が
考
え

ら
れ

る
の
で
あ

る
。

一
方
、
森
鴎

外

は
、
ド
イ

ッ
文

学

に
多

く
を
学
ん
だ
こ
と
は
周
知

の
事
実

で

あ

る
が
、
と
同
時

に
、

フ
ラ
ン
ス
文
学

に
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
か

っ
た
こ
と

も
見
落
し
て

は
な

る
ま

い
。

鴎
外

の
歴
史
小
説

は
プ

ロ
ス
ペ

ル

・
メ
リ

メ
の
作
品

に
き
わ
め
て
類

似
し
て

い
る
が
、

こ
れ
は
必
ず

し
も
影
響
関
係

に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
両
者

の
傍
観
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⑤

者
的
態
度
が
共
通
し

て
い
る
の
だ
と

い
う
見
解
が
示
さ
れ
て

い
る
。

だ
が
、
鴎
外
が
ド

イ
ッ
留
学
後
、
最
初

に
翻
訳
し
た
作
品
が

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・

ド

ー
デ

の
小
品

で
あ

っ
た
こ
と

か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
文
学

へ
の
愛

着

の
顕
著
さ
が

う

か
が
え

る
こ
と
だ

ろ
う
。
彼

は

『
緑
葉

の
歎
』
、

『
戦
僧
』
、

『
み
く
づ
』

⑥

な
ど
ド

ー
デ

の
翻
訳
を
試
み

「
盲
帝

の
曲
」
を
紹
介
し

て
い
る
。
ド

ー
デ

に
つ

い
て
は
、
滞
独
中

に
ゴ

ッ
ト
シ

ャ
ル
の
評
論
集
な
ど
を
通
じ
て
か
な
り

の
知
識

を
え

て
い
た
よ
う

で
、
帰
国
後

に
発
表
し
た
「
今

の
諸
家

の
小
説
論
を
読
み
て
」

の
論
文

で
、
ゾ

ラ
が
分
析
と
解
剖

の
成
果
を
小
説

に
し
て

い
る

こ
と
を
指
摘

し

て

こ
れ
を
批
判
し
た
あ
と
、

「
ド
オ
ド

エ
の
如

き

は
即
ち
然
ら
ず

、
其
自
然

を

駆
使

す
る
や
、

塵
埃
自
ら
脱
落
し
て
詩
美

顕
る
」
云

々
と
述

べ
、

ド
ー
デ
を
高

く
評
価

し
て

い
る
。
鴎

外
は
、

ハ
ン
ム
の

『
文

学
的
回
想

』
か
ら
「
ド
オ
デ

エ
」

を

『
国
民
新
聞
』

に
発
表

し
て

い
る
が
、

そ

の
ド
ー
デ
理
解

は
ゴ

ッ
ド

シ
ャ
ル

の
見
解

に
負

う
て

い
る

こ
と
は
隠

せ
な

い
。

す
な
わ
ち
ゴ

ッ
ト

シ
ャ
ル
は
ド
1

デ
の
作
品

を

「
写
実
小
説

」
と
呼
び
、
称
讃

し
て
い
る
が
、
鴎
外

も
そ

の
上

に

立

っ
て
ド
ー
デ

を
読

ん
だ
の
で
あ

る
。
鴎
外

の
ド
ー
デ
訳

は
、

ア
ド

ル
フ

・
ゲ

ル
シ

ュ
ト

マ
ン
訳

の
独
訳
本

に
依
拠

し
て
行

な
わ
れ
て
い
た
。

鴎
外

は
医
学
者

で
あ

っ
た
こ
と
で
、

か
え

っ
て
実
証
的
精
神

を
基
盤
と
す

る

自
然
主
義
文
学

に
反
撥
を
覚
え
、
小
説
即
科
学
、
ま

た
は
実
験
と
す

る
ゾ

ラ
に

は
共
感

で
き

か
ね

た
よ
う

で
あ
り
、
し

か
も
高
級
官
吏
と
し
て

の
道
を
歩
ん
だ

人

で
あ
れ
ば
、
そ

の
精
神

は
き
わ

め
て
プ

チ

・
ブ

ル
的

で
、
高
踏
的
気
分

の
持

ち
主

で
あ

っ
た
た
め
に
、
ゾ

ラ
の
描
く
下
層
階
級

の
生
活

に
漂
う
厭
世
的

・
頽

廃
的
雰
囲
気

に
は
と
う

て
い
入
り

こ
め
な

い
も

の
が
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

一

見
醜
悪
な
現
実
を
描

い
て
も
、
そ

こ
に
痛
切
き
わ
ま

り
な

い
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム

や
理
想
主
義
的
社
会
主
義
を
ゾ

ラ

一
派
が
示
し

た
こ
と

に
は
鴎
外

は
気
づ

か
な

か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

明
治

二
十

五
年

一
月
、

「
エ
ミ
ル

・
ゾ

ラ
が
没
理
想
」
を
鴎
外

は

『
志
が
ら

み
草
紙
』

に
の
せ
た
が
、

「
蓋
し
ゾ

ラ
は
天

の
な
せ

る
詩
人
な
れ
ば
、
お

の
れ

イ
ン
ス
ピ

ラ
チ
オ
ン

は
空
想
を
遠
離
け

て
鋤
評
を
な

し
、
試
験
を
な
す
と

お
も

ひ
つ
つ
も
、
神
来

に

逢

ひ
、
空
想
を
没
し

た
り
、
ゾ

ラ
は
没
理
想
論
を
唱

へ
つ
つ
も
大
理
想
家

の
業

を
な
し
た
り
」
と
述
べ
て

い
る
。
鴎
外

の
ゾ

ラ
理
解

は
前
述

の

「
今

の
諸
家

の

小
説
を
読
み

て
」

に
お
い
て

ゴ

ッ
ト
シ
ャ
ル
の
所
説
を
受
け
売
り
し
て

い
た
と

き

に
く
ら
べ
る
と
、
か
な
り
進
歩
し
て

い
る
け
れ
ど
、

ま
だ
ゾ

ラ
イ
ズ

ム
を
容

認
す
る
と

こ
ろ
ま
で
に
は
達

し
て

い
な

い
。

ゾ
ラ
は
た
と
え
反
撥

の
対
象

で
あ

ろ
う
と
も
、

や
は
り
大
き

な
存
在

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。

鴎
外

は
明
治
四
十
三
年

五
月

に
は

フ
ロ
ー
ベ

ル
の

『
ト

ロ
ア

・
コ
ン
ト
』

か

ら

『
聖
ジ

ュ
リ
ア

ソ
』

を
翻
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
長

い
年
月

に
わ
た

っ
て

フ
ラ

ン
ス
文

学
に
対

す
る
関

心
を
も

っ
て
い
た
作
家

で
あ

っ
た
。

註
L

柳
田
泉

『明
治
初
期
の
翻
訳
文
学
研
究
』

(春
秋
社
)
、
拙
稿

『
フ
ラ
ン
ス
文

学
移
入
史
序
説
ー

明
治
十
年

・
二
十
年
代
の
翻
訳
』

(
『
日
本
仏
学
史
研
究
』
三

号
)
参
照
。

註
a

紙
数
の
都
合
上
、

『
早
稲
田
文
学
』
と

『
智
徳
会
雑
誌
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿

『
早
稲
田
文
学
』

(第

一
次
)
と
フ
ラ
ソ
ス
文
学

『
(
『
比
較
文
学
』
九
巻
)
、
『明

治
中
期
の
フ
ラ
ソ
ス
文
学
1

『智
徳
会
雑
誌
』
の
場
合
1

『
(
『
比
較
文
学
』

十

一
巻
)
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
当
時
の
西
洋
交
学
紹
介
の
雑
誌
論
文
記
事
は
佐
藤
輝
夫

・
他
編

『
近
代
日
本

に
お
け
る
西
洋
文
学
紹
介
文
献
書
目

・
雑
誌
篇
』

(悠
久
出
版
)
を
参
照
。

註
a

拙
稿

『
尾
崎
紅
葉
と

ヱ
、ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
』

(
『比
較
文
学
年
誌
』
八
号
)
参
照

註
4
。

拙
著

『
作
品
に
み
る
東
西
夊
学
の
接
点
』
(早
大
出
版
部
)
所
載

『
金
色
夜
叉
』

参
照
。

註
a

佐
々
木
明
夫

「鴎
外
と

メ
リ
メ
」

(
『比
較
文
学
研
究
』
十
号
)
参
照
。

註
α

拙
稿

「森
鴎
外
と
ド
ー
デ
」

(
『
鴎
外
』
十

一
号
)
参
照
Q
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