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ま
え
が
き 

野
田
研
一

近
代
と
は
散
文
の
時
代
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
散
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
韻
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
大
き
く
押
し
退
け
て
力
を

得
た
時
代
、
そ
れ
が
近
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
そ
の
押
し
退
け
方
、
そ
の
勢
威
の
さ
ま
を
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
は
捉
え
て
き

た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
何
ら
か
の
危
機
と
し
て
捉
え
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
た
ら
し
い
表
現
世
界
の
到
来

と
し
て
歓
迎
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
明
治
以
降
の
〈
近
代
文
学
〉
な
る
概
念
を
成
立
さ
せ
た
（
と
さ
れ
る
）
言
文
一
致
の
問
題）

2
（

。
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
散
文
の
時
代
」
へ
の
日
本
的
展
開
／
転
回
な
の
だ
が
、
そ
の
陰
で
忘
れ
が
ち
に
な
る
の
が
韻
文
の
行
方
で
あ
る
。
古
い
、
黴
臭
い

偉
大
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
人
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
は
、
ケ
ル
ト
の
吟
唱
詩
人
の
伝
統
の

研
究
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
当
代
の
詩
に
あ
ら
た
な
活
力
を
与
え
、
聴
覚

的
な
力ス
ト
レ
ス点
を
正
し
く
付
与
す
る
た
め
の
方
法
と
し
た
。
生
涯
に
わ
た
り
東
洋
、
ギ
リ
シ

ア
、
中
世
の
各
神
話
研
究
に
も
勤
し
ん
だ
。
一
九
三
七
年
の
回
想
の
な
か
で
彼
は
言
っ
て

い
る
。「
私
は
、
眼
の
た
め
に
書
か
れ
た
詩
の
あ
ら
ゆ
る
フ
レ
ー
ズ
を
一
掃
し
、
そ
の
す

べ
て
を
耳
の
た
め
だ
け
に
つ
く
ら
れ
た
統
語
法
に
引
き
戻
そ
う
と
全
生
涯
を
か
け
て
き
た
。

（
…
…
）『
耳
の
た
め
に
書
く
』
と
私
は
考
え
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
詩
人
は
観
客
の
前
に
立

っ
た
役
者
や
民
族
音
楽
の
歌
い
手
さ
な
が
ら
に
理
解
さ
れ
る
か
ら
だ
。
私
は
詩
に
対
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
そ
の
種
の
当は

や

り

世
流
行
の
好
奇
心
、
す
な
わ
ち
心
理
学
に
背
を
向
け
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。」（
イ
ェ
イ
ツ
「
私
の
劇
作
概
説
」
一
九
六
一
）

―
―
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』、
六
八
頁）

1
（
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文
学
の
形
態
と
し
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
非
実
用
的
な
言
葉
の
形
態
と
し
て
、
韻
文
を
遠
ざ
け
て
き
た
〈
近
代
文
学
〉
の
径
庭

が
そ
こ
に
あ
る
。（
も
っ
と
も
文
学
に
お
け
る
戦
争
責
任
論
が
韻
文
的
な
る
も
の
を
遠
ざ
け
る
第
二
の
役
割
を
し
て
き
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。）
定
型
的
、
形
式
主
義
的
な
言
語
の
様
態
と
し
て
の
韻
文
。
こ
れ
に
対
す
る
形
式
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
よ
り
自

由
な
言
語
様
態
と
し
て
の
散
文
、
と
い
う
図
式
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
私
た
ち
の
中
に
あ
る
。
だ
が
、
近
代
文
学
の
展
開
を
単
純
に
韻

文
か
ら
散
文
へ
の
転
換
と
し
て
語
る
こ
と
そ
の
も
の
が
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

と
り
わ
け
、
言
文
一
致
の
問
題
は
注
意
を
要
す
る
。
山
本
正
秀
が
述
べ
る
よ
う
に
、 「
文
章
を
話
し
こ
と
ば
に
近
づ
け
、
話
し
こ

と
ば
を
主
体
と
し
て
、
近
代
日
本
人
の
思
想
や
感
情
を
自
由
的
確
に
表
現
す
る
」
方
法
、
そ
れ
が
言
文
一
致
体
に
関
す
る
一
般
的
な

理
解
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
は
概
念
上
の
一
種
の
捩
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
文
」
を
「
言
」

に
一
致
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
書
き
こ
と
ば
を
話
し
こ
と
ば
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
と
い
う
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
文
字
か

ら
音
声
へ
、
目
か
ら
耳
へ
の
転
移
と
理
解
す
る
と
ま
る
で
逆
の
事
態
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
〈
声
の
文
化
〉

（orality

）
の
世
界
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
じ
つ
は
「
文
」
の
言
語
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
言
文
一
致
運
動
が
招
き
寄
せ
た
散
文
の

論
理
と
は
、「
文
」
の
言
語
か
ら
の
解
放
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
一
義
的
に
は
「
言
」
す
な
わ
ち
声
の
言
語
に
向
か
っ
た
こ

と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
捩
れ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
近
代
以
前
の
〈
声
の
文
化
〉
を
支
配
し
て
い
た
の
が
「
文
」
の
言
語
で
あ
っ
た
と
い
う
逆
説
的
事
実
に
よ
る
。
た
と
え

ば
、
柄
谷
行
人
が
〈
風
景
〉
記
述
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
と
き
、
捩
れ
が
浮
き
彫
り
に
な
る
―
―「
人
々
が
『
詩
歌
美

文
の
排
列
』（
柳
田
国
男
）
に
す
こ
し
も
厭
き
な
か
っ
た
の
は
、
実
際
の
風
景
な
ど
よ
り
「
文
」
の
風
景
の
方
が
現
実
的

0

0

0

だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
」（
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』、
五
五
頁
、
傍
点
原
文
）。
ま
さ
に
「
風
景
」
を
構
造
化
し
て
い
た
の
は
「
文
」

の
言
語
で
あ
っ
て
「
言
」
の
言
語
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
正
確
を
期
す
な
ら
ば
、「
文
」
の
言
語
が
「
言
」
の
言
語
に
一
致
し
て

い
た
の
が
言
文
一
致
以
前
の
言
語
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
言
文
」
な
ら
ぬ
「
文
言
」
一
致
の
言
語
世
界
が
そ

こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
文
」
を
主
体
と
す
る
「
文⇒

言
」
の
様
態
を
顚
倒
し
、「
言
」
を
主
体
と
す
る
「
言⇒

文
」
の
方
向
へ
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の
転
換
、
こ
れ
こ
そ
が
言
文
一
致
運
動
と
い
う
近
代
散
文
へ
の
展
開
／
転
回
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
水
村
美

苗
に
言
わ
せ
れ
ば
後
づ
け
の
理
屈
と
な
る
。

近
代
以
前
の
人
々
に
は
、〈
書
き
言
葉
〉
が
〈
話
し
言
葉
〉
を
そ
の
ま
ま
書
き
表
し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
は
な
か
っ

た
。
近
代
に
入
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
古
典
教
養
の
一
部
と
な
っ
た
キ
ケ
ロ
や
セ
ネ
カ
の
散
文
は
、〈
話
し
言
葉
〉
と
は
異
な
っ

た
「
文
語
」
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
〈
書
き
言
葉
〉
が
〈
話
し
言
葉
〉
を
書
き
表
す
も
の
だ
と
い
う
、

の
ち
に
生
ま
れ
た
考
え
方
を
過
去
に
投
影
し
た
も
の
の
言
い
か
た
に
す
ぎ
な
い
。
近
代
以
前
の
人
々
は
、
た
と
え
〈
自
分
た
ち

の
言
葉
〉
で
書
い
て
い
よ
う
と
「
文
語
」
で
書
く
の
を
当
然
と
し
て
い
た
。

 

（
水
村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』、
一
六
〇
―
一
六
一
頁
）

近
代
以
前
の
〈
声
の
文
化
〉
を
支
配
し
て
い
た
の
は
「
文
」
の
言
語
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
こ
こ
に
も
う
一
つ
の
捻
れ
が
加
わ

る
。
そ
れ
は
、「
詩
歌
美
文
の
排
列
」
そ
の
も
の
が
「
声
」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
声
の
文
化
〉
そ
の
も
の

が
「
文
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
側
面
も
ま
た
否
み
が
た
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
日
本
近
代
文
学
に
お
け

る
言
文
一
致
の
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
水
村
美
苗
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
近
代
以
前
の
人
々
に
は
、〈
書
き
言
葉
〉
が
〈
話
し

言
葉
〉
を
そ
の
ま
ま
書
き
表
し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
は
な
か
っ
た
」
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、〈
書
き
言
葉
〉
が
〈
話
し
言
葉
〉
と

等
置
さ
れ
る
近
代
散
文
の
概
念
に
お
け
る
〈
声
〉
と
〈
耳
〉
の
問
題
は
、
印
刷
革
命
に
代
表
さ
れ
る
「
言
語
の
視
覚
化
」
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
注
目
す
べ
き
は
「
言
」
と｢

文｣

の
関
係
よ
り
も
言
語
の
「
視
覚
化
」
の
ほ
う
で
あ
る
。「
視
覚
化
」
す
な
わ
ち

印
刷
革
命
へ
の
弾
み
を
得
た
言
語
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字

の
文
化
』（
一
九
八
二
年
）
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
声
の
文
化
に
基
づ
く
思
考
と
表
現
」
九
点
の
特
徴
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
散
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文
の
時
代
の
言
語
状
況
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

3
（

。
定
型
か
ら
自
由
へ
、
あ
る
い
は
「
文
」
か
ら
「
言
」
へ
と
い
う
近
代

化
の
論
理
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
要
素
が
、
こ
の
「
視
覚
化
」
と
い
う
転
換
に
は
潜
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
は
韻
文
か

ら
散
文
へ
の
移
行
と
し
て
の
み
語
る
の
で
は
な
く
、〈
声
の
文
化
〉
か
ら
〈
文
字
の
文
化
〉
へ
の
移
行
と
し
て
語
ら
れ
る
必
要
が
あ

る
の
だ
。
些
細
な
視
点
の
転
換
の
よ
う
だ
が
、
近
代
以
降
の
「
散
文
の
時
代
」
を
招
来
し
た
の
は
、
け
っ
し
て
表
層
的
な
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
形
態
論
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
印
刷
革
命
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
印
刷
革
命
と
は

言
語
の
本
性
を
聴
覚
的
な
る
経
験
世
界
か
ら
視
覚
的
な
経
験
世
界
へ
大
転
換
さ
せ
た
動
因
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
き
わ

め
て
ス
リ
リ
ン
グ
に
示
唆
し
た
の
が
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
で
あ
っ
た
。

マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』（
一
九
六
二
年
）
そ
の
他
の
数
多
く
の
著
作
で
、
印
刷
革
命

の
本
質
を
「
言
語
の
視
覚
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
い
て
見
せ
た
。
つ
ま
り
「
散
文
の
時
代
」
の
到
来
と
は
、
言
語
を
〈
視
〉

の
対
象
す
な
わ
ち
視
覚
的
な
対
象
と
と
ら
え
、
言
語
を
め
ぐ
る
感
覚
・
感
性
的
な
全
体
性
（
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
い
う
感
覚
比
率
）
を

偏
倚
化
す
な
わ
ち
視
覚
偏
向
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
だ
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
継
承
し
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ

ン
グ
は
、『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』
に
お
い
て
、
口
誦
文
学
（oral literature

）
と
い
う
言
い
方
の
自
家
撞
着
を
指
摘
し
て
い
た
。

な
ぜ
な
ら
本
来
、literature 

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
〈
文
字
の
文
化
〉
を
前
提
と
す
る
識
字
（literacy

）
に
か
か
わ
る
「
文
献
」

の
意
味
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
口
誦
の
文
学
」
と
は
、
本
来
相
容
れ
な
い
二
つ
の
概
念
の
結
合
で
あ
り
、
捩
れ
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
れ
に
倣
っ
て
い
え
ば
、（
こ
れ
は
一
応
仮
説
に
と
ど
め
て
お
く
が
）「
近
代
散
文
」
と
い
う
言
い
方
も
一
種
の
自
家
撞
着
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
の
本
質
と
し
て
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
散
文
と
は
印
刷
革
命
以
降
の
〈
文
字
の
文
化
〉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成

立
し
た
近
代
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
成
立
の
背
後
に
は
、〈
声
の
文
化
〉
の
抑
圧
と
い
う
事
態
が
歴

史
的
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
オ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、〈
声
の
文
化
〉
に
は
「
テ
ク
ス
ト
」
は
な
い
（
七
七
頁
）。〈
声
の
文
化
〉
の
基
底

を
成
す
の
は
「
テ
ク
ス
ト
」
で
は
な
く
「
記
憶
」
で
あ
り
、「
固
定
し
、
型
に
し
た
が
っ
た
思
考
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
り
、「
記
憶
で
き

る
よ
う
な
思
考
を
思
考
す
る
」
た
め
に
、
技
術
化
さ
れ
た
決
ま
り
文
句
や
定
型
性
、
さ
ら
に
は
特
有
の
統
語
法
で
あ
っ
た （
オ
ン
グ
、
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五
七
頁
、
七
八
頁
） 

。

こ
れ
が
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
や
オ
ン
グ
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
先
行
す
る
も
し
く
は
彼
ら
を
継
承
す
る
「
声
の
文
化
問
題
」（orality 

problem
）
を
め
ぐ
る
研
究
者
た
ち
に
よ
る
問
い
で
あ
っ
た）

4
（

。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ

そ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
や
イ
ェ
イ
ツ
を
初
め
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
根
底
に
あ
っ
た
問
い
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
印
刷

革
命
以
降
の
〈
文
字
の
文
化
〉
の
自
明
性
に
抵
抗
を
試
み
た
作
家
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
実
践
さ
れ
た
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
語

実
験
で
あ
っ
た
。
と
、
こ
う
理
解
せ
よ
と
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
は
私
た
ち
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
中
に
〈
声
の
文
化
〉
復
権
の
手
が
か
り
は
潜
ん
で
い
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
先
駆
者
の
一
人
、
Ｗ
・
Ｂ
・
イ

ェ
イ
ツ
が
説
い
た
と
お
り
、
彼
ら
は
「
耳
の
た
め
に
書
く
」
試
み
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
テ
ー
マ
「
反
散
文
論
」
と
は
、

そ
の
意
味
で
は
、
散
文
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
〈
文
字
の
文
化
〉
の
覇
権
を
問
い
直
す
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
〈
声
の
文
化
〉
の
行

方
を
探
る
試
み
で
あ
る
。「
反
散
文
論
」
は
詩
論
で
も
韻
文
論
で
も
な
い
。
散
文
と
は
何
か
を
問
い
直
し
つ
つ
、〈
声
の
文
化
〉
の
行

方
を
探
る
、「
耳
の
た
め
に
書
く
」
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

【
注
】

（
1
） 

イ
ェ
イ
ツ
の
原
文
は
、W

. B
. Yeats, “A

n Introduction for M
y Plays,” Essays and Introductions , London: M

acm
illan &

 C
o. Ltd., 1961: 

pp.529-30. 「
耳
の
た
め
に
書
け
」
の
原
文
は“W

rite for the Ear”

。
訳
文
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
、
エ
リ
ッ
ク
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
監
修
・

序 

高
山
宏
、
訳 

中
澤
豊
）『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
：
原
著
一
九
八
八
年
）
を
拝
借
し
た
が
、
一
部
加
筆
修
正
し
た
こ
と
を

お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
、
本
書
所
収
の
ブ
ル
ー
ス
・
ア
レ
ン
論
文
に
は
、「
耳
の
読
者
に
な
れ
」（“B

e an ear reader”

）
と
い
う
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
フ

ロ
ス
ト
の
示
唆
が
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
「
野
生
の
中
へ
―
―
石
牟
礼
道
子
の
口
承
的
な
文
学
世
界
を
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
」
を
参

照
さ
れ
た
い
。


