
〔書
評
〕

田
原
著

『谷
川
俊
太
郎
論
』

田
原
氏
は
中
国
の
詩
人
で
あ
り
、
文
学
研
究
者
、
谷
川
俊
太
郎
の
詩
の
翻

訳
者
で
あ
る
。　
一
九
九

一
年
に
来
日
、
天
理
大
学
の
日
本
語
学
科
で
学
ん
だ

の
ち
、
立
命
館
大
学
の
博
士
課
程
に
進
学
し
た
。
『谷
川
俊
太
郎
論
』
は
、

同
氏
が
二
〇
〇
三
年
に
立
命
館
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
改
稿
し
、
二

〇

一
〇
年
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は

「序
章
」
と

「
お
わ
り
に
」
の
ほ
か
、
本
論
の
部
分
が
六
章
に
分

か
れ
て
い
る
。

第

一
章

「変
化
の
哲
学
―
―
谷
川
俊
太
郎
概
論
」
は
、
谷
川
俊
太
郎
の
現

代
詩
創
作
を
概
観
す
る
章
で
あ
る
。
ま
ず
谷
川
俊
太
郎
と
い
う
詩
人
の
多
彩

な
活
動
を
紹
介
し
て
か
ら
、
彼
が
こ
れ
ま
で
に
出
版
し
た
詩
集
を
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
し
た
ｃ
第
二
節
か
ら
は
五
十
年
代
、
六
十
年
代
、
七
十
年
代
と
そ
の
後

の
作
品
に
分
け
て
代
表
的
な
詩
作
を
取
り
上
げ
、
そ
の
創
作
に
お
け
る
表
現

の
技
巧
や
詩
人
の
関
心
、
変
化
な
ど
を
年
代
ご
と
に
論
じ
た
。
最
後
に
谷
川

俊
太
郎
の
詩
の
全
体
的
な
特
徴
を
箇
条
書
き
に
し
て
簡
潔
に
ま
と
め
た
ｃ

第

二
章

「詩
歌
の
翻
訳
論
的
考
察
―
―
谷
川
詩

の
検
証
を
通
し
て
」
で

ノヽ

唐

頴

一云

は
、
田
原
氏
は
ま
ず
詩
歌
の
翻
訳
と
い
う
作
業
の
意
義
、
翻
訳
者
の
あ
る
べ

き
態
度
な
ど
に
つ
い
て
持
論
を
述
べ
た
。
次
に
谷
川
俊
太
郎
の
詩
と
の
出
会

い
を
紹
介
し
、
そ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
日
本
語
詩
を
中
国
語
に
翻
訳
す
る
こ

と
、
そ
の
過
程
で
実
感
し
た
日
本
語
詩
歌
翻
訳
の
難
し
さ
を
説
明
し
た
。
そ

れ
か
ら
谷
川
俊
太
郎
の
詩
を
含
め
、
い
く
つ
か
の
訳
詩
を
例
に
挙
げ
て
、
詩

を
翻
訳
す
る
と
き
に
注
意
す
べ
き
点
や
難
点
、
そ
の
取
捨
選
択
の
基
準
を
論

じ
た
。
第
五
節
で
は

「水
の
輪
廻
」
と
い
う
長
詩
を
取
り
上
げ
て
、
丁
寧
に

分
析
し
た
あ
と
、
こ
の
詩
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
際
に
直
面
し
た
問
題
点
と

そ
の
解
決
法
を
述
べ
た
。

第
二
章

「物
の
声
―
―

『定
義
』
論
」
は
詩
集

『定
義
』
に
つ
い
て
の
評

論
で
あ
る
ｃ
『定
義
』
は

一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。
刊
行
後
、
評
論
家

か
場
は
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
フ
ラ
ン
シ
ス
　
ポ
ン
ジ
ュ
か
ら
示
唆
を
受
け
た
と

言
わ
れ
て
い
た
ｃ
田
原
氏
は
ま
ず
こ
の
論
評
に
つ
い
て
検
証
を
し
た
上
で
、

フ
ラ
ン
シ
ス
の

『物
の
味
方
』
と

『定
義
』
の
作
品
を
比
較
し
な
が
ら
そ
の

類
似
点
と
相
違
点
を
論
じ
た
。
そ
れ
か
ら

『定
義
』
を
翻
訳
し
た
時
に
、
特

に
気
に
入
つ
た

「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
を
取
り
上
げ
て
、
翻
訳
時
に
苦
心



し
た
部
分
を
述
べ
な
が
ら
、
緻
密
な
分
析
を
行

っ
た
。

第
四
章

「谷
川
詩
の
多
様
性
―
―
二
つ
の
言
葉
が
表
現
し
た

『木
Ｌ

で

は
、
谷
川
俊
太
郎
の

「木
」
亀
詩
を
贈
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
』

一
九
八
四

年
）
、
「木
」
「
う
つ
む
く
青
年
』

一
九
七

一
年
）
と

「木

・
誘
惑
者
」
亀
詩

を
贈
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
Ｌ

と
い
う
木
に
関
す
る
三
首
の
詩
を
取
り
上
げ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
の
詩
人
文
青
の

「樹
」
、
牛
漢
の

「片
側
半
分
の
木
」
、

陳
東
東
の

「樹
」
と
比
較
し
た
。
同
じ

「木
」
と
い
う
も
の
を
描
く
の
に
、

谷
川
俊
太
郎
は
三
首
に
お
い
て
、
全
く
異
な
る
趣
旨
と
表
現
の
仕
方
を
見
せ

て
く
れ
た
。
そ
し
て
中
国
の
詩
人
が
書
い
た
木
の
詩
と
の
比
較
を
通
し
て
、

田
原
氏
は
木
に
関
す
る
考
え
方
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
及
び
人

生
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
を
分
析
し
、
そ
れ
で
も
精
神
的
に

一
致
す
る
と

こ
ろ
や
表
現
の
仕
方
に
相
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
ｃ

第
五
章

「神
は
死
ん
だ
が
、
言
葉
は
生
き
て
い
る
―
―

『ユ
●
ヨ

，こ

論
」

は
詩
集

『ユ
●
ヨ
と

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
ｃ
Ｆ
ヨ
ヨ
と

は
二
〇
〇
二

年
に
、
同
年
五
月
か
ら

『現
代
詩
手
帖
』
で
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ

た
三
十
篇
の
詩
作
を
再
構
成
し
て
出
版
さ
れ
た
詩
集
で
あ
る
ｃ
し
ば
ら
く
専

門
詩
誌
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
谷
川
俊
太
郎
の

「再
出
発
」
と
な
っ
た
こ
の

一
連
の
詩
作
に
つ
い
て
、
田
原
氏
は
そ
の
言
語
と
形
式
に
お
け
る
変
化
を
指

摘
し
な
が
ら
、
作
品
の
主
題
が
生
命
、
人
間
性
、
生
き
る
こ
と
と
い
っ
た
谷

川
俊
太
郎
の
一
貫
し
た
価
値
観
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
か

ら

『ユ
ロ』日
と

の
言
葉
の
精
緻
さ
と
巧
妙
さ
な
ど
の
特
徴
を
分
析
し
な
が

ら
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
ゲ
ー
リ
ー

・
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
詩
、
北
園
克
衛
の
詩
、

さ
ら
に
ス
イ
ス
の
画
家
ク
レ
ー
、
旧
ソ
連
の
画
家
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
及
び

田
原
著

『谷
川
俊
太
郎
論
』

オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
ピ

エ
ト

・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
ら
の
絵
画
な
ど
と
比
較
し
て
、

そ
の
詩
情
、
美
学
、
芸
術
観
な
ど
の
共
通
点
を
考
察
し
た
。

第
六
章

「
中
国
に
お
け
る
谷
川
詩
の
受
容
」
で
は
、
ま
ず
中
国
現
代
詩
の

発
展
史
を
簡
単
に
ま
と
め
て
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
日
本
現
代
詩
の
翻
訳
状

況
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
か
ら
谷
川
俊
太
郎
が

一
九
九
九
年
、
二
〇
〇

一
年
、

二
〇
〇
二
年
に
三
回
に
わ
た

っ
て
中
国
を
訪
問
し
た
旅
を
詳
述
し
た
。
最
後

に
、
二
〇
〇
二
年
に
谷
川
俊
太
郎
の
中
国
語
版
詩
集
が
出
版
さ
れ
た
際
に
中

国
で
行
わ
れ
た
記
者
会
見
の
様
子
及
び
会
見
に
参
加
し
た
詩
人
、
文
学
者
、

編
集
者
な
ど
に
お
け
る
谷
川
俊
太
郎
の
詩
に
つ
い
て
の
発
言
を
記
録
し
た
ｃ

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
の
タ
イ
ト
ル
と
そ
の
構
成
か
ら
、
本
書
の
目

的
は
谷
川
俊
太
郎
と
い
う
詩
人
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
谷
川
俊
太
郎
の
活
動
と
そ
の
詩
作
の
概
論
を

し
て
か
ら
、
比
較
文
学
の
方
法
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
作
品
を
具

体
的
に
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
詩
の
翻
訳
に
よ

っ
て
始
ま

っ
た
谷
川
俊
太
郎

と
中
国
文
化
人
と
の
交
流
、
及
び
そ
の
詩
作
が
呼
び
寄
せ
た
反
響
の
記
録
を

用
い
て
、
海
外
に
お
け
る
谷
川
俊
太
郎
と
い
う
側
面
か
ら
も
う

一
つ
の
谷
川

俊
太
郎
像
に
迫

っ
た
ｃ

田
原
氏
に
お
け
る
谷
川
俊
太
郎
の
詩
の
分
析
は
、
谷
川
の
こ
れ
ま
で
の
作

品
を
常
に
念
頭
に
い
れ
な
が
ら
、
そ
の
詩
風
や
表
現
、
技
法
な
ど
の
変
化
を

比
較
の
対
象
と
し
て
分
析
の
照
準
を
あ
わ
せ
て
い
た
ｃ
そ
の
た
め
に
、
読
者

は
谷
川
俊
太
郎
の
詩
の
世
界
に
浸
り
な
が
ら
、
そ
の
世
界
の
輪
郭
と
構
造
を

掴
む
こ
と
が
で
き
る
。　
一
方
、
ほ
か
の
詩
人
、
特
に
外
国
の
詩
人
の
作
品
を

一
一
九



も
う

一
つ
の
比
較
対
象
と
し
て
用
い
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読

者
は
さ
ら
に
谷
川
俊
太
郎
と
い
う
詩
人
の
普
遍
性
と
独
自
性
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
田
原
氏
の
谷
川
俊
太
郎
論
の
大
き
な
特
徴
だ
と
い
え

る
。
し
か
し
本
書
の
、
数
あ
る
谷
川
俊
太
郎
の
詩
論
と
の
最
大
の
違
い
は
、

や
は
り
田
原
氏
が
翻
訳
者
と
し
て
の
日
線
を
持
ち
な
が
ら
、
谷
川
俊
太
郎
の

詩
を
読
み
、
解
析
し
た
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
第
三
章
の
第
五
節

で

「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
を
論
じ
る
時
、
田
原
氏
は

「
こ
こ
の

『灰
』
は

生
き
て
い
る

『灰
』
で
あ
り
、
活
気
の
な
い

『灰
』
で
は
な
い
。
こ
の
鮮
や

か
な
生
命
感
を
持

っ
て
い
る

『灰
』
は
、
中
国
語
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ス

・
イ

メ
ー
ジ
の

『灰
』
と
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
い
る
。
（中
略
）
日
本
語
で
は
、

『灰
』
は

『価
値
が
な
い
』
、
国
ハ味
が
な
い
』
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
（中

略
）
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
『灰
に
つ
い
て
の
私
見
』
の

『灰
』
は
す
で
に
中

国
語
や
日
本
語
の
中
の

『灰
』
に
つ
い
て
の
意
味
規
定
を
超
え
、
詩
人
に
よ

っ
て
新
し
い
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
貧

二
八
頁
）
と
述
べ

た
。
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
ま
さ
に
翻
訳
者
で
も
あ
る
田
原
氏
な
ら
で
は
の

視
点
だ
と
言
え
る
ｃ
随
所
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
翻
訳
者
に
よ
る
読
み
解

き
方
の
ほ
か
に
、
田
原
氏
は
翻
訳
者
と
し
て
の
姿
勢
、
翻
訳
に
対
す
る
考
え

方
な
ど
を
、　
一
章
を
当
て
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
翻
訳

の
重
要
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
ｃ

私
は
日
本
統
治
期
の
台
湾
近
現
代
詩
を
研
究
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
の
台

湾
近
現
代
詩
に
は
、
中
国
語
で
書
か
れ
た
詩
も
あ
れ
ば
、
日
本
語
で
書
か
れ

た
詩
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
研
究
す
る
に
は
翻
訳
と
い
う
作
業
が
常
に
必
要
と

一
二
〇

さ
れ
る
た
め
、
本
書
に
お
け
る
翻
訳
論
に
つ
い
て
私
は
特
に
興
味
を
持

っ

た
。
し
か
し
、
私
の
翻
訳
経
験
か
ら
感
じ
た
こ
と
は
、
田
原
氏
の
考
え
方
と

少
し
異
な
る
部
分
が
あ
る
。

確
か
に
田
原
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
日
本
語
は
変
幻
自
在
に
四
つ
の
顔
を

繰
り
出
し
て
く
る
。
漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
、
ロ
ー
マ
字
と
い
う
四
種
類

の
表
記
が
同
時
に
文
学
作
品
の
中
に
現
れ
、
そ
れ
が
日
本
語
特
有
の
言
語
的

性
格
を
形
成
し
て
い
る
」
■
ハ
五
頁
）
。
私
も
日
本
語
の
詩
を
翻
訳
す
る
際
、

記
号
の
使
い
分
け
に
よ
く
悩
ま
さ
れ
る
。
漢
字
と
い
う
記
号
の
み
を
用
い
る

中
国
語
で
は

（漢
字
の
発
音
を
表
す
た
め
に
中
国
で
使
わ
れ
て
い
る

「
併

音
」
あ
る
い
は
台
湾
で
使
わ
れ
て
い
る

「注
音
符
号
」
と
い
う
表
音
の
記
号

を
翻
訳
す
る
際
に
戦
略
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て
も
）
、
日

本
語
に
お
け
る
記
号
の
使
い
分
け
を
同
じ
よ
う
に
表
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
記
号
の
使

い
分
け
に
は
日
本
語
話
者
な
ら
で
は
の

語
感
が
あ
る
上
、
個
人
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
記
号
に
対
す
る
感
覚
の
差
異

も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、　
一
概
に
こ
の
記
号
は
こ
の
よ
う
に
訳
す
と
い
う
ル

ー
ル
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
日
本
語
を
翻
訳
す
る
と
き
の
難
点

の

一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
で
」
う
し
た
言
語
自
体
の
特
性
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
語

を
中
国
語
に
翻
訳
す
る
よ
り
も
、
中
国
語
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
ほ
う
が
よ

り
簡
単
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
（六
八
頁
）
と
い
う
点
に
は
少
し
疑

間
を
抱
い
て
い
る
ｃ

田
原
氏
が
言
う
に
は
、
「
中
国
語
と
英
語
は
わ
か
り
や
す
く
明
晰
で
曖
味

な
と
こ
ろ
が
少
な
い
ｃ
名
詞
、
動
詞
、
助
詞
あ
る
い
は
主
語
、
述
語
、
目
的



語
、
修
飾
語
な
ど
の
支
配
関
係
や
修
飾
関
係
は
は

っ
き
り
し
て
い
て
、
漠
然

と
し
た
も
の
で
は
な
い
ｃ
し
か
し
、
日
本
語
は
そ
う
で
は
な
い
。
同
じ
言
葉

で
も
、
漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
、
ロ
ー
マ
字
と
い
う
異
な
る
表
記
に
よ

っ

て
、
微
妙
な
変
化
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
」
■
ハ
七
頁
）
。
こ
の

一
文
は
、
前

半
に
言
及
さ
れ
た
中
国
語
と
英
語
、
そ
し
て
後
半
に
言
及
さ
れ
た
日
本
語
と

が
同
じ
比
較
の
基
準
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
前
半
で
は
中
国
語
と
英

語
が

「
わ
か
り
や
す
く
明
晰
で
曖
味
な
と
こ
ろ
が
少
な
い
」
と
い
う
こ
と
の

論
証
と
し
て
、
文
法

の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
後
半
で
は
、

「
し
か
し
、
日
本
語
は
そ
う
で
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
論
証
に

日
本
語
の
表
記
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
て
、
文
法
の
面
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
語
が
中
国
語
と
英
語
よ
り
わ
か

り
や
す
く
な
い
、
明
晰
で
は
な
い
、
曖
味
な
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
田
原

氏
が
考
え
た
理
由
を
、
こ
の

一
文
に
よ

っ
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

だ
ろ
う
。

確
か
に
、
中
国
語
は
配
列
に
よ

っ
て
主
語
、
述
語
、
目
的
語
、
修
飾
語
を

決
め
て
、
支
配
関
係
や
修
飾
関
係
を
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
だ
か

ら
と
い
つ
て
中
国
語
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
場

合
に
よ

っ
て
は
、
格
助
詞
を
用
い
て
動
作
の
主
体
、
対
象
な
ど
を
示
す
日
本

語
の
ほ
う
が
、
支
配
関
係
や
修
飾
関
係
が
は

っ
き
り
し
て
い
て
、
明
晰
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
中
国
語
で
は
品
詞
の
違

い
に
よ

っ
て
語
形
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
が
な
く
、
特
定
の
品
詞
が
特
定
の
文
の
成
分
に
対
応
す
る
わ
け
で
も
な

い
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
も
中
国
語
を
理
解
す
る
時

の
難
し
さ
を
増
し
て
い

る
ｃ
例
え
ば
、
台
湾
の
詩
人
夏
字

の

「擁
抱
」
亀
摩
擦

・
無
以
名
状
Ｌ

と

田
原
著

『谷
川
俊
太
郎
論
』

い
う
詩
の
最
初
の
段
落
は

「風
是
黒
暗
／
門
縫
是
睡
／
冷
淡
和
憧
是
雨
」
で

あ
る
。
こ
こ
の
三
句
は
同
じ

「是
」
を
用
い
て
、
前
の
主
語
と
後
ろ
の
述
語

を
繋
ぐ
文
で
あ
る
が
、
第

一
句
の
主
語
の

「風
」
は
名
詞
、
述
語
の

「黒

暗
」
（暗
い
）
は
形
容
詞
、
第
二
旬
の
主
語
の

「門
縫
」
（入
り
口
の
隙
間
）

は
名
詞
、
述
語
の

「睡
」
（寝
る
）
は
動
詞
、
第
三
句
の
主
語
と
な
る
の
は

形
容
詞
の

「冷
淡
」
（冷
た

い
）
と
動
詞
の

「憧
」
（わ
か
る
）
、
述
語
の

「雨
」
は
名
詞
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

一
つ
の
文
の
成
分
と
し
て
異
な
る
品

詞
の
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
語
の
特
徴
は
、
特
に
詩
に

お
い
て
、
多
義
的
で
曖
昧
な
意
味
空
間
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
こ
う
し
た
中
国
語
の
使
い
方
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
き
に
、
同
じ
感

覚
と
効
果
を
出
す
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。

そ
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
中
国
語
は
全
て
漢
字
を
用
い
て
い
る
た
め
、
詩
の

形
式
的
な
面
に
お
い
て
、
字
数
を
そ
ろ
え
た
形
の
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
時
、
意
味
を
訳
し
な
が
ら
字
数
を
そ
ろ
え

た
形
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
出
来
な
い
。
さ
ら
に
韻
律
の
面
に
お
い
て
、

中
国
語
は
脚
韻
を
踏
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
日
本
語
に
訳
す
時
に
同

じ
よ
う
に
脚
韻
を
踏
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
を

中
国
語
に
翻
訳
す
る
と
き
に
難
し
い
点
も
あ
れ
ば
、
逆
に
中
国
語
を
日
本
語

に
訳
す
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
。
中
国
語
と
日
本
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

特
性
、
特
長
が
あ
る
の
で
、　
一
方
の
翻
訳
が
よ
り
簡
単
で
あ
る
と
言
う
こ
と

は
難
し
い
と
思
う
。

と
は
言
え
、
文
学
研
究
と
り
わ
け
比
較
文
学
の
研
究
に
お
い
て
、
翻
訳
は

と
て
も
重
要
な
作
業
の

一
つ
で
あ
る
。
田
原
氏
と
は
考
え
の
違
い
は
あ
る

一
一
一
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が
、
そ
の
翻
訳
論
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
、
感
銘
を
覚
え
た
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。

あ
え
て
注
文
を

一
つ
い
え
ば
、
第
六
章
は

「
中
国
に
お
け
る
谷
川
詩
の
受

容
」
と
題
し
て
い
る
以
上
、
谷
川
詩
の
中
国
語
翻
訳
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に

よ

っ
て
そ
の
詩
が
中
国
詩
人
の
詩
作
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
修
辞
的
、

思
想
的
、
美
学
的
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
検
証
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で

あ

っ
た
ｃ

谷
川
俊
太
郎
は
詩
、
エ
ッ
セ
イ
、
劇
の
脚
本
、
歌
詞
な
ど
を
創
作
し
な
が

ら
、
絵
本
を
翻
訳
し
、
多
彩
な
活
動
を
行

っ
て
き
た
創
作
者
で
あ
る
故
、
そ

の
全
体
像
を
提
え
よ
う
と
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
ｃ
詩
に
限

つ
て
み

て
も
谷
川
俊
太
郎
は
多
産
な
詩
人
で
あ
る
た
め
、
詩
人
と
し
て
の
全
容
を
描

き
出
す
こ
と
も
ま
た
大
変
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
挑
戦

的
な
試
み
と
言
え
る
が
、
谷
川
俊
太
郎
の
全
体
像
を
築
く
に
は

一
つ
の
出
発

点
に
過
ぎ
な
い
。
田
原
氏
の
今
後
の
谷
川
俊
太
郎
研
究
が
更
な
る
広
が
り
と

深
み
を
み
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ

（岩
波
書
店
、
二
〇

一
〇
年

一
二
月
二

一
日
、
二
七
八
頁
、
本
体
価
格
二
四

〇
〇
円
）

（と
う

。
こ
う
う
ん
　
関
西
学
院
大
学
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教
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研
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セ
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タ
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師
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