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一
　「
人
情
」
と
し
て
の
「
世
態
風
俗
」

　

作
家
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
︿
自
身
﹀
を
語
り
始
め
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

私
小
説
の
範
疇
に
置
か
れ
る
作
品
で
は
、
作
者
が
自
分
自
身
の
経
験
や

心
境
を
語
り
、
そ
こ
で
は
主
人
公
な
い
し
語
り
手
と
作
者
自
身
と
の
差
違

が
極
小
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
私
小
説
を
作
者
自
身
の
生
活
経

験
の
再
現
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
当
初
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
大
正
期
に
久
米
正
雄
が
私
小
説
を
文
学
の
「
根
本
で
あ
り
、
本
道

で
あ
り
、
真
髄
」
と
し
て
称
揚
し
た
の
は
、
文
学
を
自
己
表
出
の
芸
術

と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
観
点
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
作
家
の
生
活

経
験
自
体
が
再
現
さ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
を
「
コ
ン
デ
ン
ス
」
し

た
上
で
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
腰
の
据
わ
り
」
と
し
て
の
「
心
境
」
が

表
現
さ
れ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
（「
私
小
説
と
心
境
小
説
」『
文
芸
講
座
』

一
九
二
五
・
一
、五
）。
こ
の
論
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
小
林
秀
雄
の
『
私
小

説
論
』（『
経
済
往
来
』一
九
三
五
・
五
～
八
）に
お
い
て
も
、ル
ソ
ー
の『
告
白
』

が
枕
に
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
や
は
り
ロ
マ

ン
主
義
的
な
文
学
観
を
前
提
と
し
て
私
小
説
が
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
西
洋

文
学
の
前
提
を
な
す
と
い
う
「
社
会
化
し
た
「
私
」」
の
不
在
が
指
摘
さ

れ
つ
つ
も
、「
日
常
生
活
の
芸
術
化
」
を
遂
行
し
た
と
さ
れ
る
志
賀
直
哉

「
危
機
」
の
表
象

―
「
私
」
を
語
る
機
構
と
『
歯
車
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
勝
二

の
作
品
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
「
個
人
の
明
瞭
な
顔
立
ち
」
に
よ
っ
て
そ

の
価
値
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

両
者
の
論
に
お
い
て
は
、
作
品
に
現
れ
る
︿
作
者
自
身
﹀
は
そ
の
生
活

や
経
験
の
具
体
性
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
生
の
様
々
な
場
を
く
ぐ
り

抜
け
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
作
者
が
内
包
し
た
精
神
の
強
さ

や
深
さ
を
指
し
て
お
り
、
久
米
が
「
心
境
」
の
内
実
と
し
て
挙
げ
る
「
腰

の
据
わ
り
」
と
い
う
や
や
曖
昧
な
言
葉
も
、
そ
う
し
た
内
面
の
落
ち
着
き

を
意
味
し
て
い
る
。
戦
後
に
登
場
し
た
伊
藤
整
の
『
小
説
の
方
法
』（
河

出
書
房
、
一
九
四
八
）
で
は
、
近
代
日
本
の
特
徴
的
な
表
現
形
式
と
し
て

私
小
説
が
論
じ
ら
れ
な
が
ら
も
、
作
者
と
作
中
人
物
と
の
連
関
は
さ
ほ
ど

問
題
に
さ
れ
ず
、
西
洋
文
学
の
作
者
た
ち
と
の
比
較
の
な
か
で
「
現
世
放

棄
の
実
践
精
神
」
の
主
体
と
し
て
生
き
た
私
小
説
の
作
者
た
ち
の
生
の
姿

勢
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
作
者
と
語
り
手
、
主
人
公
が
折
り
重
な
る

同
一
性
に
よ
っ
て
私
小
説
を
捉
え
た
の
は
周
知
の
よ
う
に
中
村
光
夫
の

『
風
俗
小
説
論
』（『
文
藝
』
一
九
五
〇
・
二
～
五
）
で
、
と
く
に
田
山
花
袋
の

『
蒲
団
』（『
新
小
説
』
一
九
〇
七
・
九
）
に
お
け
る
作
者
と
主
人
公
と
の
関

係
が
、
自
己
批
評
性
を
欠
い
た
な
し
崩
し
的
な
同
一
化
と
し
て
批
判
的
に

あ
げ
つ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
後
私
小
説
に
お
け
る
作
者
と
主
人
公
、
語
り
手
の
同
一
的
な

重
な
り
に
対
し
て
は
、
平
野
謙
の
論
（『
藝
術
家
と
実
生
活
』
講
談
社
、
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一 九 五 八 ）

な ど に よ っ て 相 対 化 さ れ る 一 方 、 作 者 が 自 身 を

語 っ た 告 白 の 言 説 と し て 私 小 説 を 捉 え る 観 点 自 体 は 、 イ ル メラ ・ 日 地 谷 ＝ キ ル シ ュ ネ ラ イ ト の 『 私 小 説

　
自 己 暴 露 の 形 式 』

（ 一 九 八 一 ）

や エ ド ワ ー ド ・ フ ァ ウ ラ ー の 『 告 白 の レ ト リ ッ ク 』

（ 一 九 八 八 ）

と い っ た 外 国 人 研 究 者 に よ る 著 作

1も 含 め て 、 む し

ろ 近 年 に 至 る ま で 基 本 的 に は 維 持 さ れ て き て い る 。 け れ ど も 伊藤 が 小 説 一 般 に つ い て 「 小 説 と い う も の が 作 者 そ の 人 の 内 な るひ そ か な 発 言 を そ の 核 と し て 持 つ 」

（  『 小 説 の 方 法 』  ）

と 述 べ る よ

う に 、 虚 構 性 の 高 い 西 洋 文 学 の 作 品 に も 自 己 表 出 と し て の 側 面が 備 わ っ て い る 以 上 、 小 説 の 告 白 性 は 文 学 の 普 遍 的 な 条 件 を なす と も い え る 。 私 小 説 の 出 現 以 前 に お け る 日 本 の 近 代 文 学 の 作品 に お い て も 、 当 然 「 作 者 そ の 人 の 内 な る ひ そ か な 発 言 」 は 込め ら れ て い る が 、 そ こ で の 自 己 表 出 性 と 私 小 説 的 な 告 白 に 託 され た よ り 直 截 な 自 己 表 出 性 と の 差 違 を あ ら た め て 確 認 し て おく べ き で あ ろ う 。 そ の 差 異 の 生 成 の 過 程 に こ そ 私 小 説 的 表 出 の特 質 が 見 出 さ れ る は ず だ か ら だ 。　
た と え ば 近 代 文 学 の 開 拓 者 と し て 挙 げ ら れ る 坪 内 逍 遙 の な

か に 、 自 分 自 身 と 主 人 公 を 重 ね 合 わ せ て 小 説 を 構 築 す る と い う着 想 が 抱 か れ て い な か っ た こ と は い う ま で も な い 。  「 人 情 」 と「 世 態 風 俗 」 の 描 出 を 小 説 の 本 質 と し て 掲 げ る 逍 遙 の 『 小 説 神髄 』

（ 松 林 堂 、 一 八 八 五 ～ 八 六 ）

で は 、  「 小 説 の 主 人 公 」 は 「 全 く

作 者 の 意 匠 に 成 た る 虚 空 仮 設 の 人 物 」 で あ る と さ れ 、 そ こ で 重ん じ ら れ た も の は 第 一 に こ の 「 虚 空 仮 設 の 人 物 」 を 通 し て 「 心の 中 の 内 幕 」 を 隈 な く 描 出 し 、  「 人 情 を 灼 然 と し て 見 え し む る 」こ と で あ っ た 。 そ れ に よ っ て 江 戸 戯 作 の 勧 善 懲 悪 的 な 描 き 方 から 脱 却 し て 、 善 悪 を と も ど も 呑 み 込 ん だ 「 自 然 」 の 存 在 と し て

人 間 を 描 出 す る こ と が 目 指 さ れ た と さ れ る が 、  「 人 情 」 に 重 きを 置 く 限 り に お い て 江 戸 文 芸 か ら の 差 別 化 は 生 じ な い 。 中 村 幸彦 が い う よ う に 「 人 情 」 の 描 出 は む し ろ 元 禄 期 を 中 心 と す る 江戸 文 芸 を 通 底 す る 主 要 な 主 題 で あ る か ら だ 。 中 村 は 儒 教 主 導 的で あ っ た 江 戸 時 代 に お い て も 、 基 本 的 に は 文 芸 を 「 人 情 」 の 表現 の 世 界 と す る 価 値 観 は 維 持 さ れ て お り 、 儒 学 者 に お い て も「 人 情 を 道

い

ふ 」 こ と を 重 ん じ る 伊 藤 仁 斎 の よ う な 思 想 家 が い た

こ と を 強 調 し て い る

2。 逍 遙 が 意 識 し て い た 天 保 期 の 作 者 で あ

る 為 永 春 水 の 『 春 色 梅 暦 』 に も 、  丹 治 郎 と い う 零 落 し た 「 色 男 」と 彼 を め ぐ る 米 八 、 お 長 、 お 由 と い っ た 女 た ち の 交 わ り が 描 かれ 、  「 巻 之 二 」 に 添 え ら れ た 作 者 の 自 註 に は 「 こ の 草 紙 は 米 八お 長 等 ら が 人 情 を 述 ぶ る を 専 ら と す 」 る と 述 べ ら れ て い る 。　
逍 遙 が 反 面 教 師 的 存 在 と し て 挙 げ た の が 曲 亭 馬 琴 の 『 八 犬

伝 』 で あ っ た が 、 こ の 作 品 の 登 場 者 た ち が 、 逍 遙 が 「 仁 義 八 行の 化 物 」 と 揶 揄 す る よ う な 存 在 で あ っ た と は 必 ず し も い え ない 。 犬 塚 信 乃 を は じ め と す る 八 人 の 犬 士 た ち は 、 自 分 た ち が担 っ た 「 仁 義 八 行 」 の 理 想 を そ れ ぞ れ に 具 現 化 し て い く わ け では な く 、 こ の 理 念 は む し ろ 里 見 家 を 再 興 す る べ き 犬 士 た ち が 出揃 う に 至 る 枠 組 み と し て 機 能 し て い る 。 ま た 里 見 家 再 興 に 向 かう 過 程 で 犬 士 た ち の 「 人 情 」 は 犬 士 同 士 の 友 愛 や 、 彼 ら の 産 みの 親 で あ る 伏 姫 の 妹 で あ る こ と が 終 盤 分 か る 浜 路 の 犬 塚 信 乃に 寄 せ る 思 い な ど と し て 発 露 さ れ て お り 、 こ の 長 篇 の 物 語 に 欠如 し て い る わ け で は な い 。  反 面 『 八 犬 伝 』 は 伏 姫 が 犬 の 子 を 身 ご も る こ と が 犬 士 た ち の
物 語 の 起 点 と な っ て い る よ う に 、 現 実 世 界 の リ ア ル な 描 出 によ っ て 支 え ら れ て い る わ け で は な く 、 逆 に 「 世 態 風 俗 」 の 側 面
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の
方
が
希
薄
な
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
見
か
け
の
議
論
に

反
し
て
、
逍
遙
が
現
実
に
近
代
の
小
説
に
求
め
て
い
た
条
件
は
「
世
態
風

俗
」
の
方
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
に
「
人
情
」
の
重
要
性

が
述
べ
ら
れ
た
「
小
説
の
主
眼
」
に
つ
づ
く
「
小
説
の
種
類
」
の
節
で
は

「
勧
懲
」
と
「
模
写
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
挙
げ
ら
れ
、
当
然
後
者
に
軍

配
が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
。
逍
遙
は
「
模
写
小
説
」
を
「
ひ
た
す
ら
世
間
に

あ
る
べ
き
や
う
な
る
情
景
を
の
み
描
き
い
だ
し
て
、
さ
な
が
ら
の
真
物
の

ご
と
く
見
え
し
む
る
こ
と
を
望
み
、（
中
略
）
読
者
を
し
て
し
ら
ず
く
其

仮
作
界
に
遊
ば
し
め
て
、
而
し
て
隠
妙
不
可
思
議
な
る
此
人
生
の
大
機
関

を
ば
察
ら
し
む
る
に
い
た
る
も
の
」
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
妥

当
な
見
解
の
趣
旨
を
重
ん
じ
れ
ば
、「
人
情
」
と
「
世
態
風
俗
」
は
序
列

関
係
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
後
者
が
前
者
の
条
件
を
な
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
お
そ
ら
く
逍
遙
は
「
勧
懲
」
に
よ
っ
て
は
「
人
情
」
の
充
分
な

表
出
は
無
理
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
世
間
に
あ
る
べ
き
や
う
な
る
情
景
」

と
し
て
の
「
世
態
風
俗
」
の
描
写
を
尊
重
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
『
小
説
神
髄
』
の
実
作
版
と
し
て
企
図
さ
れ
た
『
当
世
書
生
気

質
』（
晩
青
堂
、
一
八
八
五
～
八
六
）
が
、
表
題
に
含
ま
れ
る
「
当
世
書
生
」

た
ち
の
生
態
の
叙
述
に
大
き
な
比
重
を
か
け
て
い
る
こ
と
に
も
う
か
が

わ
れ
る
。
書
生
の
小
町
田
粲
爾
が
、
父
母
に
生
き
別
れ
て
小
町
田
の
家
に

引
き
取
ら
れ
た
後
に
田
の
次
と
い
う
名
の
芸
妓
と
な
っ
て
い
た
お
芳
と

親
密
に
な
り
、
や
が
て
彼
女
が
小
町
田
の
朋
友
で
あ
る
守
山
の
妹
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
、
兄
妹
の
再
会
を
遂
げ
る
に
至
る
と
い
う
展
開
を
も
つ
こ

の
作
品
で
、
頁
の
多
く
を
占
め
て
い
る
の
は
、
小
町
田
と
お
芳
の
交
情
、

あ
る
い
は
守
山
と
お
芳
の
再
会
に
至
る
情
動
の
描
出
と
い
う
よ
り
も
、
遊

郭
通
い
や
そ
の
た
め
の
金
策
を
め
ぐ
っ
て
英
語
混
じ
り
に
交
わ
さ
れ
る

書
生
た
ち
の
会
話
で
あ
り
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
彼
ら
の
「
気
質
」
で

あ
る
。
そ
の
「
気
質
」
は
『
小
説
神
髄
』
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
市
民

と
し
て
の
外
見
と
の
ズ
レ
を
は
ら
み
つ
つ
そ
の
内
側
で
渦
巻
い
て
い
る

烈
し
い
情
欲
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
西
洋
の
学
問
を
学
ぶ
エ
リ
ー
ト

と
し
て
の
矜
持
を
持
ち
な
が
ら
、
遊
郭
通
い
や
美
食
へ
の
執
着
と
い
っ
た

形
で
現
れ
る
若
い
書
生
た
ち
の
欲
望
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
小
町
田
に

つ
い
て
い
え
ば
、
お
芳
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
そ
の
思
い
を
成
就
さ
せ
る
こ

と
の
で
き
な
い
繊
細
さ
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
作
品
の

叙
述
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

 　

作
品
の
総
体
と
し
て
は
「
ま
こ
と
や
風
俗
は
人
情
の
表
徴
な
り
」（
第

十
八
回
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
当
世
書
生
」
た
ち
の
生
態
自
体
が
そ

の
「
人
情
」
の
具
現
化
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
逍
遙
が

批
判
す
る
馬
琴
的
な
観
念
性
を
超
克
す
る
契
機
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
書

生
た
ち
が
金
策
に
腐
心
す
る
の
は
、
端
的
に
彼
ら
が
未
だ
職
業
を
持
っ
て

い
な
い
た
め
に
金
を
融
通
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
だ
が
、
そ
の
た
め
も

あ
っ
て
小
町
田
を
含
め
て
彼
ら
の
異
性
へ
の
思
い
は
な
か
な
か
叶
え
ら

れ
な
い
。
そ
の
一
人
で
あ
る
野
々
口
が
「
娼
妓
で
も
芸
妓
で
も
。
金
の
あ

る
方
へ
転
ぶ
世
の
中
だ
。
余
程
古
風
な
奇か

は
り
も
の人

で
な
け
り
や
ア
。
い
く
ら

容よ
う
す姿

が
佳
い
か
ら
と
云
ふ
て
。
寒
書
生
に
や
ア
惚
れ
は
せ
ぬ
ぞ
う
」（
第

六
回
）
と
言
う
よ
う
な
功
利
的
な
世
相
が
彼
ら
を
取
り
囲
ん
で
い
る
の
で

あ
り
、
主
な
登
場
者
た
ち
を
書
生
に
設
定
し
た
の
は
、
そ
れ
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　「
虚
相
」
を
捉
え
る
眼
差
し

　

そ
の
点
で
逍
遙
が
試
み
た
も
の
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
否
定
的
に
眺
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め
ら
れ
て
い
た
「
人
情
」
の
取
り
戻
し
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
前
代

の
文
芸
に
は
欠
落
し
が
ち
で
あ
っ
た
「
世
態
風
俗
」
の
リ
ア
ル
な
様
相
の

な
か
に
「
人
情
」
の
発
露
を
位
置
づ
け
、
両
者
を
有
機
的
な
一
体
感
の
な

か
に
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
代
の
「
世
態
風
俗
」
を
方

向
付
け
て
い
る
力
が
、
す
で
に
「
金
」
に
象
徴
さ
れ
る
功
利
性
で
あ
る
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。
登
場
人
物
が
金
銭
の
自
由
の
利
か
な
い
書
生
た
ち
に

設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
ら
が
西
洋
の
学

問
を
学
び
、
英
語
混
じ
り
の
会
話
を
交
わ
す
︿
知
識
人
﹀
で
も
あ
っ
た
こ

と
は
、
そ
の
後
の
近
代
文
学
の
潮
流
を
予
兆
し
て
も
い
る
。

　

明
治
期
の
文
学
に
特
徴
的
な
構
図
は
、
こ
の
時
代
の
二
つ
の
潮
流
と

も
い
う
べ
き
、
西
洋
の
文
化
・
思
想
へ
の
強
い
憧
憬
と
、「
立
身
出
世
」

的
な
自
己
実
現
を
目
指
す
功
利
主
義
が
、
二
人
の
人
物
に
分
け
持
た
れ

る
、
あ
る
い
は
主
人
公
一
人
の
内
的
葛
藤
に
託
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
二

葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』（
第
一
篇
金
港
堂
、
一
八
八
七
、
第
二
編
金
港
堂
、

一
八
八
八
、第
三
編『
都
の
花
』一
八
八
九
・
七
～
八
）と
森
鴎
外
の『
舞
姫
』（『
国

民
之
友
』
一
八
九
〇
・
一
）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
を
な
す
作
品
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
な
か
で
も
物
質
的
な
富
裕
を
獲
得
す
る
条
件
と
し
て
の
功
利
主

義
的
な
「
出
世
」
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
は
男
女
を
問
わ
ず

瀰
漫
し
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
脱
落
な
い
し
離
反
す
る
こ
と
が
自
己
意
識
を

陰
画
的
に
強
く
喚
起
す
る
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
明
治
文
学
に
お
け
る
自

我
の
感
覚
は
多
く
の
場
合
こ
の
形
で
浮
上
し
、
作
品
の
主
題
を
形
成
し
て

い
る
。『
当
世
書
生
気
質
』
は
登
場
人
物
の
個
人
と
し
て
の
輪
郭
を
浮
き

彫
り
に
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
以
降
の
作
品
群

で
様
々
に
描
き
出
さ
れ
る
自
我
の
様
相
を
胚
珠
的
に
は
ら
ん
で
い
る
点

で
は
看
過
し
え
な
い
重
み
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
が
よ
り
明
確
な
形
を
取
っ
て
現
れ
る
の
が
、
逍
遙
の
弟
子

的
存
在
で
あ
っ
た
二
葉
亭
の
『
浮
雲
』
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
内
省
的
な

主
人
公
内
海
文
三
は
免
官
の
処
遇
に
遭
う
こ
と
で
世
話
に
な
っ
て
い
る

叔
父
夫
婦
の
不
興
を
買
い
、
彼
ら
の
娘
で
あ
る
お
勢
と
の
許
嫁
の
関
係
も

解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
学
問
へ
の
愛
着
を
持
つ
反
面
世
知
の
乏
し
い

青
年
と
し
て
象
ら
れ
、
臆
面
も
な
い
出
世
主
義
者
で
あ
る
本
田
昇
と
の
対

比
を
形
づ
く
る
と
と
も
に
、
そ
の
構
図
が
同
時
代
の
社
会
の
縮
図
を
提
示

し
て
い
る
。
文
三
は
上
司
へ
の
卑
屈
な
へ
つ
ら
い
に
よ
っ
て
出
世
を
遂
げ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
昇
を
侮
蔑
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
処
世
術
を

評
価
す
る
叔
母
の
お
政
の
眼
差
し
が
自
分
を
見
下
げ
て
い
る
現
実
を
い

か
ん
と
も
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
当
世
書
生
気
質
』
の
書
生
た
ち
が
作
者
の
分
身
を
ち
り
ば
め
て
い
る

と
は
い
え
な
い
よ
う
に
、『
浮
雲
』
の
主
人
公
文
三
も
作
者
二
葉
亭
四
迷

と
は
距
離
の
あ
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ

ら
の
ロ
シ
ア
文
学
に
登
場
す
る
「
余
計
者
」
的
な
人
物
た
ち
と
の
類
縁
が

取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
二
葉
亭
自
身
は
『
予
が
半
生
の
懺
悔
』

（『
文
章
世
界
』
一
九
〇
八
・
六
）
で
こ
の
作
品
で
は
「
自
分
の
頭
に
、
当
時

の
日
本
の
青
年
男
女
の
傾
向
を
ぼ
ん
や
り
と
抽
象
的
に
有も

つ
て
ゐ
」
る
人

物
を
描
出
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
自
身
の
知
己
を
下
敷

き
と
し
て
、
具
体
的
な
人
物
を
造
型
し
て
い
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
逍
遙
と
同
じ
く
「
当
時
の
日
本
の
青
年
男
女
の
傾
向
」
と
い
う
「
世

態
風
俗
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
企
図
が
二
葉
亭
の
な
か
に
あ
り
、
文
三

と
い
う
内
省
的
な
青
年
と
、
彼
の
「
気
質
」
に
当
初
は
共
鳴
し
て
い
た
も

の
の
、
次
第
に
離
反
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
許
嫁
の
お
勢
を
中
心
と
す
る

人
物
た
ち
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
そ
の
具
体
化
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
は
二
葉
亭
が
表
明
し
て
い
る
創
作
の
理
念
と
も
合
致
し
た
方

法
で
あ
る
。
二
葉
亭
は『
小
説
総
論
』（『
中
央
学
術
雑
誌
』一
八
八
六
・
四
）で
、
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小 説 に お け る  「 模 写 」  を  「 小 説 の 真 面 目 」  と 位 置 づ け た う え で 、「 模 写 と い へ る こ と は 実 相 を 仮 り て 虚 相 を 映 し 出 す と い ふ こ とな り 」 と い う 規 定 を 与 え 、 つ づ け て 次 の よ う に 述 べ て い る 。

  前 に も 述 べ し 如 く 実 相 界 に あ る 諸 現 象 に は 自 然 の 意 な き に あ
ら ね ど 、 夫 の 偶 然 の 形 に 蔽 は れ て 判 然 と は 解 ら ぬ も の な り 。 小説 に 模 写 せ し 現 象 も 勿 論 偶 然 の も の に 相 違 な け れ ど 、 言 葉 の 言廻 し 脚 色 の 模 様 に よ り て 此 偶 然 の 形 の 中 に 明 白 に 自 然 の 意 を 写し 出 さ ん こ と 、 是 れ 模 写 小 説 の 目 的 と す る 所 な り 。

　
こ の 論 で 用 い ら れ て い る 「 虚 相 」 と 「 意 」 は ほ ぼ 同 義 と 見 な

さ れ 、 さ ら に 逍 遙 が 『 小 説 神 髄 』 で 小 説 が あ ぶ り 出 す 要 素 と して 挙 げ る 「 隠 妙 不 可 思 議 な る 此 人 生 の 大 機 関 」 と い う 言 葉 と も照 応 し て い る 。 い ず れ も 現 実 世 界 の あ り 方 を 特 徴 づ け て い る 焦点 的 な 様 相 を 指 し て お り 、 二 葉 亭 に つ い て い え ば 小 説 の 書 き 手に  「 実 相 」  つ ま り  「 世 態 風 俗 」  を 平 板 に  「 模 写 」  す る の で は な く 、そ こ に は ら ま れ て い る こ の 「 虚 相 」 あ る い は 「 意 」 を 抽 出 す るこ と を 求 め て い る 。 前 田 愛 が 『 浮 雲 』 に つ い て 「  「 つ ま ら ぬ 事 」＝ 日 常 性 の 背 後 に か く さ れ て い る 深 層 の 現 実 を ど の よ う に して 明 る み に 引 き だ し て み せ る か 」

（  「 二 階 の 下 宿 」  『 都 市 空 間 の な

か の 文 学 』 筑 摩 書 房 、  一 九 八 二 、  所 収 ）

が 二 葉 亭 の 「 課 題 」 で あ っ

た と 述 べ て い る の は 、 こ う し た 作 法 と も 合 致 す る 的 確 な 把 握 であ ろ う 。 前 田 が 「 深 層 の 現 実 」 と し て 想 定 し て い る も の は 、 主に 「 奇 怪 な エ ゴ の か た ち 」 を 剥 き 出 し に し て い く 登 場 人 物 た ちの 内 面 だ が 、 人 間 の 「 エ ゴ 」 の 摘 出 は そ の 後 の 多 く の 近 代 作 家が 追 尋 す る こ と に な る 主 題 で も あ る 。  『 小 説 総 論 』 の 趣 旨 と 照

ら し 合 わ せ れ ば 、 表 層 的 な 日 常 を 活 写 し な が ら そ こ で 生 き て いる 人 物 た ち の 生 の 「 深 層 」 に 横 た わ る 社 会 の 構 造 を 垣 間 見 せ てい る 点 に こ そ こ の 作 品 の 特 質 が 見 出 さ れ る

3。

　 「 虚 相 」 な い し 「 意 」 と し て 意 味 づ け ら れ る そ の 構 造 と は 、西 洋 志 向 の 教 養 主 義 と 現 実 的 、 功 利 的 な 立 身 出 世 主 義 が 共 在 しつ つ も 、 前 者 が 後 者 を 凌 ぎ え な い と い う 様 相 で あ り 、 文 三 や お勢 、 昇 ら の 「 模 写 」 に よ っ て そ れ を 抽 出 す る こ と に は 成 功 し てい る と い え る 。 中 村 光 夫 が と く に 作 品 の 前 半 部 分 に つ い て 「 文三 、 昇 、 お 勢 、 お 政 の 主 要 人 物 が 、 そ れ ぞ れ 適 宜 に 揶 揄 さ れ なが ら 、 生 き 生 き と 描 き だ さ れ 、 活 気 を お び た 真 実 性 の あ る 時 代の 戯 画 が 展 開 し ま す 」

（  『 二 葉 亭 四 迷 伝 』 講 談 社 、 一 九 五 八 ）

と 述

べ る

4よ う に 、  『 浮 雲 』 が 明 治 半 ば の 日 本 社 会 と そ こ に 生 き る

人 間 の 姿 を 捉 え た も の と し て の 評 価 を 得 て い る の は そ れ ゆ えで あ る 。 そ し て そ う し た 「 時 代 の 戯 画 」 を 映 し 出 す と こ ろ に 作者 二 葉 亭 の 自 己 表 出 が あ っ た 。　
一 方 同 時 代 の 表 現 者 で あ っ た 樋 口 一 葉 は 、  『 浮 雲 』 の 文 三 の

よ う に 二 つ の 価 値 観 の 狭 間 で 引 き 裂 か れ て い る の で は な く 、 もと も と 功 利 主 義 的 な 世 界 の な か に 身 を 置 い た 女 性 た ち を 描 いた 。  『 に ご り え 』

（  『 文 芸 倶 楽 部 』 一 八 九 五  ・  九 ）

の お 力 が 苦 悩 す る

の は 、 自 身 を 培 っ て き た 価 値 観 の 通 用 し な い 世 界 に 生 き て い るか ら で は な く 、 生 活 者 と し て の あ る べ き 自 己 像 を 満 た せ な い 境遇 で の 生 を 強 い ら れ て い る か ら で あ る 。 銘 酒 屋 で 客 の 歓 心 を 買う べ く 振 舞 い つ つ 、 家 産 が 潰 え る ほ ど の 蕩 尽 を さ せ る こ と で 褒賞 さ れ る よ う な 仕 事 を 彼 女 は 嫌 悪 し て お り 、 座 敷 を つ と め て いる さ な か に も そ の 思 い に 駆 ら れ 、 職 場 を 放 棄 し て 街 路 に 飛 び 出し て し ま う 。 そ こ で あ ら た め て 自 身 の 境 涯 を 反 芻 し た う え で 、
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お
力
は
「
ゑ
ゝ
何ど

う
な
り
と
も
勝
手
に
な
れ
、
勝
手
に
な
れ
、
私
に
は
以

上
考
へ
た
と
て
私
の
身
の
行
き
方
は
分
ら
ぬ
な
れ
ば
、
分
ら
ぬ
な
り
に
菊

の
井
の
お
力
を
通
し
て
ゆ
か
う
」
と
い
う
認
識
に
到
達
す
る
が
、
こ
う
し

た
主
人
公
の
描
出
に
一
葉
の
近
代
作
家
と
し
て
の
面
目
が
現
れ
て
い
る
。

 　
『
に
ご
り
え
』
が
文
体
に
加
え
て
、
主
人
公
の
境
遇
や
、
自
分
に
入
れ

あ
げ
て
家
庭
を
破
滅
に
追
い
や
っ
た
男
に
無
理
心
中
さ
せ
ら
れ
る
帰
結

な
ど
か
ら
、
近
松
門
左
衛
門
の
世
話
浄
瑠
璃
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
近
松
の
遊
女
た
ち
が
心
中
の
前
に
口
に
す
る

の
は
、
も
っ
ぱ
ら
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
親
た
ち
の
境
遇
へ
の
憂
慮
で
あ

り
、
自
分
が
遊
女
を
生
業
と
し
て
い
る
こ
と
自
体
で
は
な
い
。
前
近
代
的

な
文
体
と
着
想
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
自
身
の
境
遇
に
強
い
違
和
感
を
覚

え
、
そ
の
感
覚
に
よ
っ
て
陰
画
的
な
自
我
像
を
抱
く
女
性
を
中
心
に
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
葉
は
自
己
意
識
の
主
体
と
し
て
の
︿
近
代
人
﹀
の
姿

を
描
出
し
え
て
い
る
。
そ
し
て
文
三
が
二
葉
亭
と
は
異
質
な
青
年
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
お
力
も
一
葉
と
は
隔
た
っ
た
女
性
で
あ
り
、
や
は
り
そ
こ
に

は
「
当
世
」
の
潮
流
を
中
心
人
物
の
描
出
に
込
め
よ
う
と
す
る
企
図
が

作
動
し
て
い
る
。『
た
け
く
ら
べ
』（『
文
學
界
』
一
八
九
五
・
一
～
九
六
・
一
）

に
し
て
も
、
少
年
少
女
の
無
垢
な
世
界
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が

ら
、
遊
女
に
な
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
美
登
利
を
は
じ
め
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
の
登
場
者
た
ち
が
︿
家
業
﹀
を
継
ぐ
子
供
た
ち
と
し
て
描
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
人
の
世
界
の
縮
図
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
美
登

利
は
姉
の
大
巻
が
す
で
に
人
気
花
魁
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
決
し
て
遊
女
に
な
る
こ
と
を
嫌
忌
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
む

し
ろ
大
巻
を
自
身
の
未
来
像
と
し
て
同
一
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た

彼
女
た
ち
は
も
と
も
と
紀
州
か
ら
上
京
し
て
吉
原
に
住
み
込
ん
で
い
る

一
家
で
あ
り
、
親
も
娘
二
人
を
花
魁
に
仕
立
て
る
こ
と
に
何
ら
躊
躇
し
な

い
功
利
的
な
価
値
観
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

  

も
ち
ろ
ん
作
者
の
一
葉
は
こ
う
し
た
世
界
が
人
間
性
に
逆
行
す
る
冷
酷

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
展
開
の
終
盤
で
美
登
利
が
突
然

の
不
機
嫌
に
陥
る
の
は
、
遊
女
の
現
実
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た

5
。
ま
た
彼
女
が
思
い
を
寄
せ
る
信
如
が
潔
癖
な
少
年
と
し
て

描
か
れ
、
学
校
を
途
中
で
辞
め
て
僧
に
な
る
修
業
を
始
め
る
の
も
、
彼
の

父
親
が
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
茶
屋
の
経
営
に
乗
り
出
す
よ
う
な
世
俗
的

な
人
間
で
あ
る
こ
と
へ
の
反
撥
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
功
利
的
な
世
俗

世
界
へ
の
作
者
の
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三  

功
利
主
義
と
自
己
意
識

　

こ
の
よ
う
に
近
代
文
学
が
成
熟
の
道
を
辿
ろ
う
と
す
る
時
期
に
現
れ

た
作
品
群
は
、
い
ず
れ
も
逍
遙
が
小
説
の
二
次
的
な
要
件
と
し
て
挙
げ
た

「
世
態
風
俗
」
を
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
主
人
公
に
抱
か
れ
る
「
人
情
」

は
作
者
の
内
面
を
託
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
主

人
公
が
生
き
る
現
実
世
界
の
様
相
を
映
し
出
す
た
め
の
装
置
と
し
て
の

側
面
が
色
濃
い
。
そ
し
て
そ
の
同
時
代
の
現
実
世
界
を
方
向
付
け
て
い
る

も
の
は
、
い
ず
れ
も
「
出
世
」
に
象
徴
さ
れ
る
世
俗
的
、
物
質
的
な
達
成

を
遂
げ
よ
う
と
す
る
功
利
主
義
的
な
風
潮
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
相
対
化
す

べ
き
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
思
想
に
立
脚
す
る
教

養
主
義
で
あ
っ
た
が
、『
浮
雲
』
の
文
三
の
帰
趨
は
結
局
そ
れ
が
現
実
的

な
足
場
に
な
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
を
物
語
っ
て
い
た
。

　

ま
た
こ
の
西
洋
志
向
の
教
養
主
義
と
立
身
出
世
的
な
功
利
主
義
は
相

互
に
表
裏
を
な
す
関
係
に
あ
っ
た
。
近
代
日
本
の
功
利
主
義
は
ベ
ン
サ



82

ム
や
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
ら
の
「U

tilitarianism

」
の
導
入
に
よ
っ
て
始
ま
っ

て
お
り
、
も
と
も
と
そ
れ
自
体
が
︿
西
洋
思
想
﹀
の
一
環
で
あ
っ
た
。
こ

の
思
想
は
物
事
を
判
断
す
る
価
値
観
を
自
身
の
生
活
感
に
求
め
る
こ
と

で
、
現
実
的
な
実
感
に
そ
ぐ
わ
な
い
観
念
的
な
権
威
主
義
を
相
対
化
す
る

意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
民
衆
の
「
幸
福
」
の

探
求
と
い
う
側
面
が
日
本
で
は
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
実

学
」
を
称
揚
す
る
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』（
慶
應
義
塾
出
版
局
、

一
八
七
二
～
七
六
）
や
、
自
己
実
現
を
遂
げ
た
人
物
た
ち
の
智
恵
と
生
き

方
を
紹
介
す
る
ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
自
助
論
』（
中
村
敬
宇
訳
『
西
国
立
志
篇
』

同
人
社
、
一
八
七
〇
～
七
一
）
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
よ
う
な
状
況
が
進

行
し
て
い
く
こ
と
で
、身
分
制
社
会
が
終
焉
し
た
社
会
に
お
い
て
「
学
問
」

を
修
め
る
こ
と
を
手
立
て
と
し
て
「
立
志
」「
立
身
」
を
遂
げ
る
こ
と
が

目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

正
岡
子
規
が
十
六
歳
で
あ
っ
た
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
に
叔
父
に

宛
て
た
書
簡
で
「
学
べ
ば
庶
人
の
子
も
亦
公
卿
と
な
る
べ
く
私
共
は
仮
令

公
卿
と
な
る
を
欲
せ
ざ
る
も
社
会
の
上
流
に
立
つ
を
願
ふ
者
に
有
之
候

へ
ば
学
問
勉
強
し
て
其
域
に
至
る
の
手
段
を
為
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
」（
加

藤
恒
忠
宛
、
一
八
八
三
・
二
・
一
三
付
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、「
学
問
」

と
「
出
世
」
が
連
結
さ
れ
る
潮
流
が
明
治
期
の
青
年
た
ち
を
覆
っ
て
い
っ

た
。
そ
こ
か
ら
修
学
経
験
は
次
第
に
現
実
世
界
に
お
け
る
大
望
を
成
就
さ

せ
る
た
め
の
条
件
と
い
う
よ
り
も
、
就
職
の
具
体
的
な
手
立
て
と
し
て
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
立
身
出
世
の
た
め
の
案
内
書
も
多
く
世

に
出
る
よ
う
に
な
る
が
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
出
さ
れ
た
『
立

身
就
業
出
世
案
内
』（
林
松
次
郎
著
、
須
原
屋
）
な
る
案
内
書
に
は
、
序
文

で
人
間
を
蒸
気
船
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
人
間
も
職
業
と
言
ふ
目
的
の
地
を

踏
み
立
身
の
途
を
開
か
ん
に
は
学
資
と
言
ふ
石
炭
を
費
し
、
修
業
と
言
ふ

運
転
に
倦
ま
ず
、宿
望
と
言
ふ
針
路
を
定
め
ず
ん
ば
能
ハ
ず
」
と
記
さ
れ
、

以
後
の
章
で
様
々
な
職
業
に
就
く
た
め
の
方
策
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
す
で
に
修
学
は
職
を
得
、「
立
身
の
途
」
を
拓
く
た
め

の
条
件
以
上
の
も
の
と
し
て
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い

6
。

　

一
方
当
時
の
「
学
問
」
が
も
っ
ぱ
ら
西
洋
の
言
語
、
思
想
を
学
ぶ
こ
と

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
こ
で
吸
収
さ
れ
る
理
念
的
、
観
念
的
な
言
説
が
主

体
を
現
実
世
界
の
実
相
か
ら
遠
ざ
け
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
眼
差
し

を
付
与
す
る
こ
と
に
も
な
る
。『
浮
雲
』
の
文
三
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
彼
が
学
問
を
世
間
に
出
る
た
め
の
手
段
と
し
て
割
り
切
る
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
内
実
と
し
て
の
価
値
観
を
現
実
世
界
に
援
用
し
よ
う

と
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
近
代
に
お
い
て
も
現
実
社
会
は
儒
教
的
な
上

下
関
係
を
軸
と
す
る
「
タ
テ
社
会
」
と
し
て
営
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
こ
に
今
眺
め
た
よ
う
な
功
利
主
義
的
な
風
潮
が
加
わ
っ
て
く

る
。
そ
う
し
た
社
会
に
あ
っ
て
「
真
理
」
を
盾
に
取
っ
て
自
己
主
張
す
る

よ
う
な
自
我
は
疎
外
の
対
象
と
し
か
な
り
え
な
い
。
西
洋
志
向
の
価
値
観

を
内
在
化
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
齟
齬
の
な
か
に
生
き
る
こ

と
に
な
り
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　
『
浮
雲
』
や
一
葉
の
作
品
と
同
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
鴎
外
の
『
舞
姫
』

の
主
人
公
太
田
豊
太
郎
の
辿
る
帰
趨
は
そ
の
好
例
を
示
し
て
い
る
。
豊
太

郎
は
文
三
と
基
本
的
に
は
同
型
の
人
間
で
あ
り
、
官
吏
と
い
う
本
来
の
身

分
も
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
豊
太
郎
は
ベ
ル
リ
ン
で
の
日
々
を
通
し
て

文
三
よ
り
も
は
る
か
に
ロ
マ
ン
的
な
自
我
に
目
覚
め
て
い
く
。
免
職
の
因

を
な
す
こ
と
に
な
る
上
官
へ
の
大
胆
な
進
言
は
そ
の
現
れ
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
直
接
的
な
呼
び
水
と
な
っ
た
の
は
シ
ラ
ー
や
ハ
イ
ネ
と
い
っ
た
ロ

マ
ン
主
義
的
な
文
学
へ
の
親
し
み
で
あ
る
。
そ
の
点
で
西
洋
の
思
想
、
文

学
等
の
吸
収
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
近
代
的
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自
我
」
の
典
型
的
な
形
を
豊
太
郎
は
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
作
品

は
そ
れ
を
葬
る
こ
と
を
代
償
と
し
て
彼
が
官
僚
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と

を
展
開
の
主
眼
と
し
て
い
た
。
こ
の
二
重
性
は
鴎
外
自
身
の
「
近
代
的
自

我
」
へ
の
関
わ
り
方
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鴎
外
自
身
が
西
洋
の

思
想
、
文
学
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
の
存
在
に
目
覚
め
て
い
っ
た

一
方
で
、『
妄
想
』（『
三
田
文
学
』
一
九
一
一
・
三
～
四
）
に
語
ら
れ
る
よ
う

に
そ
れ
を
実
感
と
し
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
日
本
社

会
で
生
を
営
む
た
め
に
必
要
な
要
件
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
豊

太
郎
の
辿
る
軌
跡
は
、
当
時
二
十
代
後
半
で
あ
っ
た
鴎
外
が
す
で
に
明
確

化
さ
せ
て
い
た
自
我
観
を
映
し
出
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
舞
姫
』

は
私
小
説
の
起
点
と
も
い
え
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
豊

太
郎
の
境
遇
や
経
歴
が
文
三
や
『
に
ご
り
え
』
の
お
力
よ
り
も
強
く
作
者

自
身
と
の
近
似
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き

な
い
の
は
こ
う
し
た
、
主
人
公
の
営
為
を
通
し
て
作
者
自
身
の
自
己
や
外

界
へ
の
認
識
が
表
出
さ
れ
る
側
面
で
あ
る
。　

　

一
方
文
三
や
お
力
に
込
め
ら
れ
た
陰
画
的
な
自
我
像
は
、
彼
ら
が
経
験

す
る
外
界
と
の
ズ
レ
や
き
し
み
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
を
彼
ら
に
も
た
ら

し
て
い
る
現
実
世
界
の
あ
り
方
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
装
置
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
作
者
と
の
距
離
を
は
ら
み
な
が
ら
も
そ
の
分

身
的
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
が
現
実
世
界
に
対
し
て
抱
く
怨
嗟
は
、
作
者

自
身
の
社
会
に
対
す
る
批
判
的
認
識
と
連
続
し
て
い
る
。
そ
こ
に
彼
ら
の

「
内
な
る
ひ
そ
か
な
発
言
」
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
聞
き
取
ら
れ
る
作

者
の
「
内
な
る
声
」
は
、
伊
藤
が
「
自
己
の
存
在
の
罪
と
呻
き
と
か
ら
発

す
る
真
実
さ
と
美
し
さ
へ
の
訴
え
の
囁
く
声
」
と
規
定
す
る
よ
う
な
告
白

的
な
性
格
を
つ
ね
に
帯
び
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
場
合
主
人

公
を
中
心
と
す
る
人
物
た
ち
の
行
動
が
映
し
出
す
現
実
世
界
の
様
相
を

焦
点
化
す
る
価
値
観
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
価
値
観
は
主
人
公
自
身
の
言

動
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
彼
な
い
し
彼
女
と
外
部
世
界
と
の
違
和
を
は
ら

ん
だ
交
渉
の
姿
に
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
浮
上
さ
せ
る
べ
き
輪
郭
が

彼
ら
に
付
与
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
価
値
観
の
内
実
は
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た

よ
う
に
、
功
利
主
義
的
な
色
合
い
を
強
め
て
い
く
同
時
代
の
潮
流
へ
の
批

判
的
意
識
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
後
に
登
場
す
る
国
木
田
独
歩
に

も
そ
れ
が
明
瞭
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
と
自
然
主
義
の
両
方
の
側
面
を
含

み
、
文
学
史
の
結
節
点
を
内
在
さ
せ
た
作
家
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

る
独
歩
に
つ
い
て
柄
谷
行
人
は
「
風
景
の
発
見
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
、

と
く
に
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』（『
国
民
之
友
』
一
八
九
八
・
四
）
に
お
い
て
は

概
念
と
し
て
の
風
景
で
は
な
く
、
風
景
と
化
し
て
し
ま
っ
た
様
々
な
人
間

の
姿
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（『
日
本

近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社
、
一
九
八
〇
）。
そ
れ
は
こ
の
作
品
で
作
家
と

し
て
登
場
す
る
大
津
が
「
周
囲
の
外
的
な
も
の
に
無
関
心
で
あ
る
よ
う
な

「
内
的
人
間
」inner m

an

」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
内
面
に
照
ら
し
合
う
存

在
と
し
て
、
自
然
の
な
か
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
生
き
る
孤
独
な
人
び
と
の

姿
を
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

  

独
歩
が
伝
統
的
な
花
鳥
風
月
に
還
元
さ
れ
な
い
自
然
の
風
景
の
表
情
を

捉
え
え
た
起
点
に
「
内
的
人
間
」
の
眼
差
し
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
大
津
を
「
内
的
人
間
」
に
し
て
い
る
「
周

囲
の
外
的
な
も
の
」
へ
の
「
無
関
心
」
が
、「
主
我
の
角
が
ぽ
き
り
と
折

れ
て
了
つ
て
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
文
句
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
、
立
身

出
世
的
な
自
己
実
現
の
意
欲
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
が
同
宿
し
た
秋
山
の
よ
う

な
画
家
志
望
の
野
心
を
抱
え
た
青
年
で
は
な
く
、
こ
の
宿
を
細
々
と
営
む
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主
人
の
方
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
」
と
し
て
大
津
の
作
品
に
登
場
す
る
こ
と
に

な
る
の
だ
っ
た
。『
武
蔵
野
』（
民
友
社
、
一
九
〇
一
）
に
し
て
も
、
こ
の

地
が
独
歩
に
描
写
の
触
手
を
動
か
さ
せ
た
の
は
、
そ
れ
が
二
葉
亭
訳
に
よ

る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
世
界
を
想
起
さ
せ
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
こ

に
含
ま
れ
る
「
町
外
れ
の
光
景
」
が
「
何
と
な
く
人
を
し
て
社
会
と
い
ふ

も
の
の
縮
図
で
も
見
る
か
の
や
う
な
思
ひ
を
な
さ
し
む
る
」
か
ら
で
あ
っ

た
。
武
蔵
野
は
東
京
の
中
心
部
と
空
間
的
に
連
続
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
農
商
務
省
の
官
衙
が
巍
峨
と
し
て
聳
え
て
」
い
る
よ
う
な
区
域

と
は
対
照
を
な
す
地
域
で
あ
り
、
立
身
出
世
的
な
欲
望
を
吸
収
す
る
都
市

社
会
か
ら
の
差
別
化
に
よ
っ
て
括
り
出
さ
れ
た
空
間
と
し
て
の
自
然
が
、

独
歩
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
新
た
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  四
　
対
自
的
意
識
の
表
出

　

こ
う
し
て
眺
め
て
い
く
と
、
鴎
外
の
『
舞
姫
』
が
形
式
に
お
い
て
も
主

題
的
内
容
に
お
い
て
も
、
逍
遙
や
二
葉
亭
、
一
葉
、
独
歩
ら
作
品
と
異
質

な
面
を
も
つ
こ
と
が
分
か
る
。『
舞
姫
』
は
ま
ず
近
代
日
本
に
お
い
て
最

初
に
一
人
称
告
白
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
に
加

え
て
「
世
態
風
俗
」
の
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
装
置
と
し
て
主
人
公

の
輪
郭
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
の
似
姿
と
し
て
の
主
人
公

が
辿
る
軌
跡
に
、
作
者
の
抱
く
人
間
精
神
に
関
わ
る
問
題
へ
の
追
尋
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
問
題
と
は
近
代
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
我
の
可

能
性
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
的
な
情
念
に
支
え
ら
れ
た
自
我
が
日
本
社
会
と
相

容
れ
う
る
か
と
い
う
可
能
性
に
対
し
て
、
鴎
外
は
悲
観
的
な
結
論
を
与
え

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
降
に
書
か
れ

た
鴎
外
作
品
に
現
れ
る
人
物
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
社
会
の
制
度
、
シ
ス
テ

ム
に
対
し
て
受
容
的
な
人
び
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
な
お
残
滓
と
し
て
抱

か
れ
る
自
我
の
感
触
が
、
鴎
外
作
品
の
味
わ
い
と
し
て
看
取
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
『
舞
姫
』
の
こ
う
し
た
性
格
は
、
こ
の
作
品
自
体
が
そ
う
見
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
小
説
の
特
質
を
様
々
な
形
で
示
唆
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
小
説
は
何
よ
り
も
作
者
の
対
自
的
意
識
の
所
産

で
あ
り
、
作
者
自
身
の
生
活
経
験
や
心
境
を
作
者
と
の
強
い
分
身
性
を
帯

び
た
主
人
公
、
語
り
手
の
行
動
や
内
面
に
、
作
者
が
内
に
抱
え
た
問
題
性

が
込
め
ら
れ
る
。
代
表
的
な
私
小
説
の
作
家
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は

田
山
花
袋
に
と
っ
て
は
性
欲
に
焦
点
化
さ
れ
る
内
的
な
自
然
と
、
日
常
性

を
支
え
る
社
会
制
度
と
の
対
峙
で
あ
り
、
志
賀
直
哉
に
と
っ
て
は
自
我
に

固
執
す
る
こ
と
と
、
父
親
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
他
者
を
受
容
す
る
こ
と

の
葛
藤
で
あ
り
、
葛
西
善
蔵
に
お
い
て
は
表
現
者
と
し
て
自
己
を
社
会
化

す
る
こ
と
と
、
そ
の
動
機
を
な
す
社
会
の
拒
絶
を
い
か
に
共
在
さ
せ
る
か

と
い
う
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
ま
た
梶
井
基
次
郎
に
お
い
て
は
、
結
核
に

よ
る
身
体
の
崩
壊
を
感
じ
つ
つ
、
そ
の
身
体
を
場
と
す
る
感
覚
に
よ
っ
て

昂
揚
を
得
よ
う
と
す
る
危
う
い
一
致
点
の
模
索
が
、
多
く
の
作
品
に
は
ら

ま
れ
て
い
る
。
私
小
説
の
書
き
手
の
内
面
は
こ
う
し
た
問
題
性
を
抱
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
揺
ら
い
で
お
り
、
作
品
の
執
筆
は
そ
れ
を
自
身
に
対
し
て

定
位
さ
せ
る
た
め
の
営
為
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
私
小
説
と
い
う
形
を
取
ら
ず
と
も
追
尋
し
う
る

普
遍
性
を
帯
び
た
主
題
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
私
小
説
は
作
者
自
身
に

結
び
つ
け
ら
れ
る
狭
い
世
界
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
人
間

性
に
関
わ
る
普
遍
的
な
問
題
性
を
含
ん
で
お
り
、
表
象
さ
れ
る
世
界
の
局

限
と
内
在
す
る
問
題
性
の
拡
が
り
と
い
う
二
面
性
を
備
え
た
作
品
が
、
私



85

———　寄稿　———

小
説
の
優
品
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
う
し
た
私
小
説
作
品
が
は
ら
む
主
題
の
普
遍
性
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
論
究
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
従
来
私
小

説
は
作
者
自
身
の
経
験
の
再
現
と
し
て
眺
め
ら
れ
、
そ
こ
に
思
想
性
や
現

実
世
界
へ
の
批
判
性
の
欠
如
を
見
る
論
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表

的
な
も
の
が
冒
頭
に
も
触
れ
た
中
村
光
夫
『
風
俗
小
説
論
』
や
、
そ
れ
に

先
駆
け
て
書
か
れ
た
「
私
小
説
に
つ
い
て
」（『
文
學
界
』
一
九
三
五
・
九
）

で
あ
る
。
中
村
は
後
者
で
近
代
日
本
の
私
小
説
を
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』

や
『
ア
ド
ル
フ
』
と
い
っ
た
西
洋
文
学
の
作
品
と
比
較
し
つ
つ
、
社
会
へ

の
批
判
精
神
の
不
在
や
、
自
己
愛
的
で
無
批
判
な
自
己
提
示
を
そ
の
否
定

的
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
、
前
者
で
は
島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』（
緑
蔭
叢
書
、

一
九
〇
六
）
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、『
蒲
団
』
に
お
け
る
作
者
の
自
己
表
出

性
に
つ
い
て
「
作
者
の
自
己
陶
酔
の
傀
儡
で
あ
る
主
人
公
が
作
品
一
杯
に

拡
が
つ
て
、
そ
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
い
の
で
す
」
と
断
言
し
て
い
た
。

  

一
方
平
野
謙
は
『
藝
術
と
実
生
活
』
で
こ
う
し
た
中
村
の
論
に
距
離
を

取
り
、『
蒲
団
』
の
主
人
公
竹
中
が
執
着
す
る
芳
子
の
モ
デ
ル
で
あ
る
岡

田
美
知
代
の
証
言
的
な
文
章
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、『
蒲
団
』
に
つ
い
て

「
今
日
私
ど
も
が
理
解
す
る
私
小
説
の
性
格
と
も
そ
の
ま
ま
一
致
し
が
た

い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。

  

　

し
か
し
、
ま
た
そ
れ
は
「
ほ
ん
の
小
説
」
の
上
だ
け
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

だ
と
も
い
い
き
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
た
し
か
に
花
袋
自
身
の
血
と

汗
が
流
さ
れ
て
い
る
。
自
己
解
剖
に
よ
る
真
実
追
求
と
い
う
作
家
の
態
度

は
や
は
り
紙
背
に
歴
々
と
し
て
い
る
。

　
『
蒲
団
』
の
主
人
公
の
行
動
や
内
面
を
作
者
自
身
と
同
一
化
し
え
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
自
己
を
対
象
化
し
つ
つ
人
間
性
に
関
わ
る

「
真
実
追
求
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
平
野
の
趣
旨
は
、『
蒲
団
』

の
実
体
に
即
し
て
い
る
と
と
も
に
、
私
小
説
の
本
質
に
よ
り
接
近
し
た
観

点
と
し
て
評
価
し
う
る
だ
ろ
う
。
平
野
は
『
蒲
団
』
が
『
破
戒
』
と
決
し

て
対
照
を
な
す
関
係
に
は
な
く
、
む
し
ろ
「
日
露
戦
争
後
の
個
人
主
義
思

潮
の
擡
頭
と
い
う
共
通
の
地
盤
」
を
分
け
も
つ
作
品
同
士
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、『
蒲
団
』
に
お
け
る
「
真
実
追
求
」
の
内
実
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、「「
実
行
と
藝
術
」
と
い
う
問
題
意
識
」
が
花
袋
に
あ
っ
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
平
野
の
視
点
は
、
先
に
触
れ
た
伊
藤
整
の
『
小
説
の
方
法
』
に
お

け
る
私
小
説
観
を
相
対
化
す
る
意
味
も
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
小
説
を
、

言
語
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
「
内
な
る
声
」
を
表
出
す
る
形
式
と
し
て
位

置
づ
け
た
伊
藤
は
、
西
洋
の
作
家
た
ち
が
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
的
な
恥

と
不
都
合
を
回
避
す
る
た
め
に
虚
構
と
い
う
仮
装
を
ま
と
お
う
し
た
の

に
対
し
て
、
文
壇
と
い
う
特
殊
な
世
界
に
棲
息
す
る
日
本
の
私
小
説
作
家

た
ち
は
も
と
も
と
社
会
と
の
調
和
を
考
慮
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の

「
内
な
る
声
」
に
虚
構
を
ま
と
わ
せ
る
こ
と
な
く
表
出
し
た
と
い
う
対
比

を
描
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
貧
困
と
病
苦
に
あ
え
ぎ
が
ち
で
あ
っ
た
葛
西

善
蔵
や
嘉
村
磯
多
、
藤
澤
清
造
と
い
っ
た
私
小
説
作
家
た
ち
に
、
現
実
的

な
慰
安
を
与
え
る
空
間
と
し
て
文
壇
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に

彼
ら
は
そ
の
生
活
の
低
劣
な
条
件
に
よ
っ
て
現
実
世
界
の
苛
酷
さ
に
直

面
し
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
葛
西
の
初
期
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
状
況
を
あ
え
て
や
り
過
ご
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
彼
ら
の︿
倫
理
性
﹀

が
発
露
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
「
内
な
る
声
」
は
、
自
身
を
あ
え
て
貧
困

に
追
い
込
む
よ
う
な
生
活
態
度
を
保
持
す
る
こ
と
が
も
た
ら
す
外
界
と

の
き
し
み
か
ら
発
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
伊
藤
が
い
う
よ
う
な
、
現
実
社
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会
か
ら
離
脱
し
た
「
逃
亡
奴
隷
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
内
な
る
声
」
を
外
化
す
る
と
こ
ろ
に
小
説
の
本

質
を
見
よ
う
と
す
る
伊
藤
の
論
は
、
こ
の
言
葉
の
字
義
通
り
の
意
味
に

則
る
な
ら
ば
、
小
説
一
般
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
私
小
説
に
対
す
る
視
角

と
し
て
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
内
な
る

声
」
を
表
出
す
る
た
め
の
仮
装
的
な
枠
組
み
と
し
て
物
語
が
求
め
ら
れ
る

と
い
う
の
は
き
わ
め
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
文
学
観
で
あ
る
反
面
、
こ
の
論

の
前
半
で
眺
め
た
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年
前
後
か
ら
現
実
世
界
を
特
徴

づ
け
る
様
相
を
自
身
の
視
点
か
ら
描
き
出
す
と
い
う
方
法
で
多
く
の
小

説
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
基
底
に
あ
る
も
の
が
「
ミ

メ
ー
シ
ス
（
模
倣
）」
の
理
念
、方
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

逍
遙
が
小
説
の
本
質
と
し
て
重
き
を
置
い
た
「
世
態
風
俗
」
の
描
写
に
し

て
も
、
二
葉
亭
が
「
実
相
を
仮
り
て
虚
相
を
映
し
出
す
と
い
ふ
こ
と
」
と

規
定
し
た
「
模
写
」
に
し
て
も
ミ
メ
ー
シ
ス
の
様
態
で
あ
っ
た
が
、
と
く

に
二
葉
亭
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
の
「
実
相
」
に
潜
む
核
心
と
し
て
の

「
虚
相
」
を
掴
み
出
す
眼
差
し
と
手
つ
き
に
作
家
の
個
性
が
現
出
す
る
こ

と
に
な
る

7
。

　

一
方
ロ
マ
ン
主
義
的
な
文
学
観
に
お
い
て
は
外
部
世
界
を
模
倣
す
る

こ
と
よ
り
も
、
作
者
の
内
的
な
感
情
、
情
念
を
表
出
す
る
こ
と
が
重
視
さ

れ
、
そ
の
内
面
を
託
さ
れ
た
主
人
公
が
辿
る
軌
跡
が
物
語
を
構
成
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
Ｍ
・
Ｈ
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
は『
鏡
と
ラ
ン
プ
』（
一
九
五
三
）

で
表
題
を
な
す
「
鏡
と
ラ
ン
プ
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
を
基

調
と
す
る
古
典
主
義
か
ら
作
者
の
内
面
表
出
を
尊
重
す
る
ロ
マ
ン
主
義

へ
の
移
行
を
語
り
、
芸
術
は
自
然
に
対
し
て
鏡
を
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
と

い
う
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
古
典
主
義
的
な
理
念
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代

に
至
っ
て
詩
を
「
力
強
い
感
情
の
自
然
な
発
露
」（
水
之
江
有
一
訳
）
で
あ

る
と
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
な
理
念
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
述

べ
て
い
る

8
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る「
ラ
ン
プ
」の
比
喩
は
当
然
伊
藤
整
の「
内

な
る
声
」
と
い
う
用
語
と
照
応
す
る
。
そ
し
て
私
小
説
は
明
ら
か
に
「
ラ

ン
プ
」
の
側
に
属
す
る
表
現
形
式
で
あ
り
、「
世
態
風
俗
」
を
写
す
「
鏡
」

で
あ
る
よ
り
も
、
作
者
が
自
身
の
生
活
に
お
け
る
振
舞
い
や
内
面
の
感

情
、
心
境
を
み
ず
か
ら
語
る
「
ラ
ン
プ
」
た
ろ
う
と
す
る
営
為
の
結
果
と

し
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
私
小
説
を
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
に
代
表
さ
れ
る
ロ
マ
ン
主

義
文
学
の
系
譜
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
小
林
秀
雄
の
『
私
小
説
論
』
の

議
論
は
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
ロ
マ
ン
主
義
に
は

私
小
説
と
重
ね
ら
れ
る
属
性
が
は
ら
ま
れ
て
お
り
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』（
一
九
二
五
）
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
来

主
観
的
な
気
分
を
重
視
す
る
こ
と
で
美
的
世
界
の
領
域
で
展
開
さ
れ
る

性
格
を
も
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
自
分
の
経
験
か
ら
出
ら
れ
な

い
、
そ
れ
で
い
て
主
体
と
し
て
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
自

負
を
捨
て
た
く
な
い
が
故
に
何
ら
か
の
生
産
性
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
」

（
大
久
保
和
郎
訳
）
と
規
定
す
る

10
ロ
マ
ン
主
義
の
主
体
は
、
そ
の
ま
ま
私

小
説
の
作
者
に
当
て
は
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
反
面
小
林
の
議
論
で

は
「
一
人
の
人
間
を
、
全
く
本
然
の
真
理
に
於
い
て
、
人
々
に
示
し
た
い
。

そ
の
人
間
と
は
、
私
で
あ
る
」
と
い
う
宣
言
で
始
ま
る
『
告
白
』
に
「
私

小
説
な
る
も
の
の
生
れ
た
所
以
」
を
見
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
表
出
さ
れ

て
い
る
「
私
」
が
「
充
分
に
社
会
化
し
た
「
私
」」、「
作
品
に
な
る
ま
え

に
一
つ
ぺ
ん
死
ん
だ
事
の
あ
る
「
私
」」
で
あ
る
と
い
う
周
知
の
規
定
を

与
え
る
こ
と
で
、
西
洋
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
か
ら
私
小
説
を
差
別
化
し
て

い
る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
西
洋
文
学
の
思
想
は
日
本
に
「
技
法
的
」
に
の
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8 7

み 受 容 さ れ 、 私 小 説 も 「 社 会 化 し た 「 私 」  」 を 描 い て い る わ けで は な い も の の 、  「 日 常 生 活 の 芸 術 化 」 を 遂 行 し た 志 賀 直 哉 に代 表 さ れ る そ の 名 品 に は 「 個 人 の 明 瞭 な 顔 立 ち 」 が 刻 ま れ て おり 、 そ れ を 殺 す こ と に な っ た の が マ ル ク ス 主 義 文 学 の 「 貧 弱 」な リ ア リ ズ ム で あ っ た と さ れ る 。　
小 林 が 西 洋 文 学 に 見 て 取 っ て い る 「 社 会 化 し た 「 私 」  」 は 、

理 性 を 重 視 す る 精 神 的 営 為 と 人 間 の 生 活 を 包 摂 す る 社 会 の シス テ ム が 、 と も に キ リ ス ト 教 を 基 盤 と し て 形 成 さ れ る と こ ろ から 、 個 人 が 自 我 を 確 立 す る こ と と 社 会 制 度 の な か に 位 置 づ け られ る こ と が 齟 齬 を 来 さ な い と こ ろ に 成 立 す る も の で あ る 。 エ ドワ ー ド ・ フ ァ ウ ラ ー は 『 告 白 の レ ト リ ッ ク 』 で 、 個 人 主 義 が 西洋 に お い て は 本 来 他 者 と の 動 的 な 相 互 交 渉 を 前 提 と し て 培 われ て い く の に 対 し て 、 日 本 に お い て は 「 精 神 的 な 自 律 性 と 社 会へ の 無 関 心 を 等 価 的 に 見 な す 伝 統 も あ っ て 、 そ れ と は 反 対 の 含意 を 帯 び る こ と に な っ た 。 す な わ ち 自 然 世 界 と 個 人 的 経 験 へ の引 き こ も り で あ る 」 と 述 べ て い る

1 1。

　
こ う し た 特 質 は 確 か に フ ァ ウ ラ ー も 取 り 上 げ て い る 志 賀 直

哉 を は じ め と す る 日 本 の 私 小 説 作 家 に 認 め ら れ る が 、 彼 ら も 社会 的 存 在 と し て 生 き て い る 以 上 、  「 自 然 世 界 と 個 人 的 経 験 」 に引 き こ も っ た と し て も 、 そ こ に は 何 ら か の 他 者 と の 交 渉 や 外 部世 界 と の 接 触 が 生 じ ざ る を え な い 。 ま た そ こ で 取 ら れ る 距 離 自体 に 世 俗 社 会 へ の 批 判 が 込 め ら れ て い る こ と も 少 な く な い 。 西洋 文 学 に お い て も 、 ル ソ ー か ら 十 九 世 紀 の ド イ ツ ・ ロ マ ン 派 に至 る ロ マ ン 主 義 文 学 の 系 譜 に お い て は 、 現 実 の 世 俗 世 界 に 距 離を 取 り 、 自 身 の 内 的 世 界 を 拠 点 と し よ う と す る 姿 勢 が 明 確 で ある

1 2。 ノ ヴ ァ ー リ ス や フ リ ー ド リ ッ ヒ ・ シ ュ レ ー ゲ ル の 作 品 に

顕 著 な  「 ロ マ ン 的 流 離 」  の 主 題 は 日 本 の 私 小 説 家 に は 希 少 だ が 、多 く の 場 合 私 小 説 の 作 家 た ち は い わ ば 世 俗 の 狭 い 世 界 に と どま り つ つ 精 神 的 な 流 離 を 遂 げ る 。 葛 西 善 蔵 に 典 型 的 に 見 ら れ るよ う に 、 そ こ で 彼 ら は 世 俗 か ら の 疎 外 を 実 感 し な が ら 、 精 神 的に は 世 俗 世 界 を 彼 ら が 疎 外 し て い る の だ っ た 。五
　
私 小 説 の 普 遍 性

　
図 式 的 な い い 方 を す れ ば 、 非 私 小 説 的 な 作 品 に お い て 、 作 者

が 外 部 世 界 に 向 け る 眼 差 し に よ っ て 捉 え た 時 代 社 会 の 像 を 明確 化 す る 装 置 と し て 、 主 人 公 を は じ め と す る 人 物 た ち が 配 さ れる の に 対 し て 、 私 小 説 作 品 に お い て は 、 作 者 が 自 身 の 経 験 に 直結 す る 私 的 な 問 題 を そ の 分 身 的 な 人 物 に 担 わ せ る 形 で 描 く こと で 、 そ こ に は ら ま れ て い る 普 遍 的 な 人 間 性 に 関 わ る 問 題 と 、そ の 背 景 を な す 時 代 社 会 の 像 が 前 景 化 さ れ る と い う こ と で ある 。 私 小 説 作 品 が そ の 外 側 の 領 域 の 作 品 と 差 別 化 さ れ る の は 、基 底 に あ る 作 者 の 眼 差 し の 強 い 対 自 性 に よ っ て い る 。 イ ル メラ ・ 日 地 谷 ＝ キ ル シ ュ ネ ラ イ ト が 『 私 小 説

　
自 己 暴 露 の 形 式 』

で 「 私 小 説 に お い て 特 に 重 要 な の は 、 主 体 の 経 験 を 表 現 す る こと な の で あ る 。 こ の 点 に お い て 私 小 説 は 自 己 中 心 的 発 言 に 、 そし て 同 時 に 伝 統 的 抒 情 詩 に 、 接 近 し て ゆ く の で あ る 」

（ 三 島 憲

一 他 訳 、 以 下 同 じ ）

と 述 べ 、 や は り 「 主 体 の 経 験 」 を 語 り つ つ

む し ろ 「 抒 情 詩 」 に も 接 近 す る 内 面 の 表 出 を 重 視 し て い る の は首 肯 さ れ る 見 解 で あ る 。 も っ と も そ の 「 自 己 」 の 内 実 と し ては 「 誠 実 さ 、  自 発 性 」 と い う 一 般 的 な 次 元 に と ど め ら れ て い る 。
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私
小
説
の
作
者
が
「
自
己
中
心
的
」
で
あ
る
の
は
、
自
己
の
価
値
観
を
確

信
を
も
っ
て
語
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
内
的
な
世
界
が
定
位

を
求
め
る
だ
け
の
不
安
定
さ
を
抱
え
て
い
る
ゆ
え
に
現
れ
る
特
質
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　

ち
な
み
に
こ
の
内
的
な
不
安
定
さ
も
西
洋
の
ロ
マ
ン
主
義
を
特
徴
づ

け
る
側
面
で
あ
り
、
Ｈ
・
Ｇ
・
シ
ェ
ン
ク
は
『
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
』

（
一
九
六
六
）
で
、
ロ
マ
ン
主
義
者
の
自
我
へ
の
志
向
が
強
す
ぎ
る
あ
ま
り

に
精
神
の
支
柱
を
見
失
い
、
キ
リ
ス
ト
教
に
回
帰
し
て
い
こ
う
と
す
る
ア

イ
ロ
ニ
ー
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

12
。
け
れ
ど
も
西
洋
の
ロ

マ
ン
主
義
者
が
感
情
的
な
充
溢
を
立
脚
点
と
し
、
し
ば
し
ば
そ
の
過
剰
さ

の
な
か
で
自
己
喪
失
の
危
機
に
導
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
私
小
説
の
作
者

た
ち
は
む
し
ろ
逆
に
、
多
く
の
場
合
自
我
の
欠
損
感
を
持
っ
て
い
て
、
そ

れ
が
主
人
公
、
語
り
手
に
託
さ
れ
た
内
面
の
危
う
さ
と
し
て
表
出
さ
れ
て

い
る
。
平
野
謙
は
私
小
説
の
作
家
た
ち
を
現
実
生
活
の
破
綻
を
創
作
行
為

に
よ
っ
て
昇
華
し
よ
う
と
す
る
「
藝
術
処
理
」
型
と
、
あ
く
ま
で
も
自
己

の
問
題
を
現
実
生
活
の
次
元
に
お
い
て
解
決
し
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
心
境

を
描
こ
う
と
す
る
「
現
実
処
理
」
型
の
二
つ
に
分
け
、
葛
西
善
蔵
、
近
松

秋
江
、
嘉
村
磯
多
、
太
宰
治
ら
を
前
者
に
、
志
賀
直
哉
、
瀧
井
孝
作
、
尾

崎
一
雄
ら
を
後
者
に
属
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
「
破
滅
者
」
に
よ
る
私
小

説
、「
調
和
者
」
に
よ
る
心
境
小
説
と
区
別
さ
れ
た
用
語
を
用
い
て
、
平

野
は
両
者
を
通
底
す
る
本
質
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

                                                    

　
従
来
、
私
小
説
も
心
境
小
説
も
、
そ
の
随
筆
的
・
日
常
茶
飯
的
傾
向
を
非

難
さ
れ
る
の
が
通
説
だ
が
、
そ
し
て
、
亜
流
的
作
品
は
た
し
か
に
そ
の
非

難
に
値
い
す
る
安
易
な
傾
向
を
は
ら
ん
で
は
い
た
が
、
や
や
逆
説
的
に
い

え
ば
、
そ
の
本
質
は
む
し
ろ
そ
の
非
日
常
性
に
こ
そ
あ
る
。
家
常
茶
飯
的

な
ら
ぬ
生
の
危
機
感
こ
そ
、
そ
れ
の
産
み
だ
さ
れ
る
根
源
の
モ
テ
ィ
ー
フ

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
生
の
危
機
意
識
に
対
す
る
救
抜
の
希
い
が
、
私

小
説
と
心
境
小
説
を
つ
ら
ぬ
く
最
大
の
徴
表
と
い
っ
て
い
い
。

                                                    　
　
　
　
　

 （『
藝
術
と
実
生
活
』）

  

こ
の
見
解
は
、
内
面
の
危
う
さ
を
抱
え
た
作
者
が
自
己
の
定
位
を
求
め

て
書
か
れ
る
表
現
形
式
と
し
て
私
小
説
を
捉
え
る
本
論
の
立
場
と
も
重

な
る
が
、
こ
う
し
た
見
方
を
取
る
限
り
平
野
が
分
類
す
る
二
つ
の
型
の
う

ち
、
や
は
り
「
藝
術
処
理
」
の
私
小
説
の
方
に
重
き
が
置
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。
葛
西
善
蔵
に
代
表
さ
れ
る
︿
破
滅
型
﹀
の
作
家
が
私
小
説
の
書
き

手
に
少
な
く
な
い
の
は
、
生
活
上
の
危
機
が
「
藝
術
処
理
」
の
動
機
を
提

供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
者
と
し
て
の
自
己
を
支
え
る
条
件
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
心
境
小
説
の
範
疇
に
置
か
れ
る
志
賀
直
哉
の
作
品
に
し

て
も
、
少
な
く
と
も
『
和
解
』
ま
で
は
父
親
と
の
葛
藤
が
も
た
ら
す
危

機
の
な
か
に
作
者
は
生
き
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
救
抜
す
る
こ
と

が
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
『
城
の
崎
に
て
』（『
白
樺
』

一
九
一
七
・
五
）
の
よ
う
な
心
境
小
説
に
し
て
も
、
山
手
線
の
電
車
に
は
ね

ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
生
命
の
危
機
を
残
存
さ
せ
て
お
り
、「
自
分
」
が
蜂

や
鼠
、
蠑
螈
と
い
っ
た
小
動
物
に
自
己
を
重
ね
よ
う
と
す
る
の
も
、
未
だ

人
間
の
生
者
た
ち
の
世
界
に
そ
の
意
識
が
十
分
に
帰
還
し
て
い
な
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
た

13
。

   

平
野
謙
が
「
私
小
説
と
心
境
小
説
を
つ
ら
ぬ
く
最
大
の
徴
表
」
と
し
て

挙
げ
る
「
生
の
危
機
意
識
に
対
す
る
救
抜
の
希
い
」
に
お
け
る
、「
危
機
」

の
内
実
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
「
あ
る
い
は
女
房
に
逃
げ
ら
れ
、
あ

る
い
は
人
妻
と
姦
通
し
、
あ
る
い
は
家
族
と
死
別
し
、
あ
る
い
は
病
気
や

借
金
に
せ
め
ら
れ
る
た
ぐ
い
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
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「
形
而
上
的
な
不
安
や
絶
望
の
意
識
か
ら
は
遠
く
へ
だ
た
」
っ
て
い
る
と

い
う
否
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
が
日
常
生
活
の

些
事
に
心
を
砕
く
の
は
普
遍
的
な
意
識
作
用
で
あ
り
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ

て
い
る
「
生
の
危
機
意
識
」
が
「
形
而
上
的
な
不
安
や
絶
望
」
よ
り
も
︿
低

級
﹀
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
四
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
常
生

活
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
危
機
意
識
」
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
卑
小
さ
を

帯
び
て
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
人
間
の
精
神
性
に
関
わ
る
問
題
性
が
は
ら

ま
れ
、
あ
る
い
は
背
後
に
あ
る
時
代
社
会
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
少
な
く
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
創
作
行
為
が
偶
然
生
み
出
し

た
結
果
で
は
な
く
、
作
者
は
そ
の
問
題
性
を
意
識
し
つ
つ
作
品
を
意
識
的

に
構
築
し
て
い
る
。

　

私
小
説
は
一
見
作
者
が
自
身
の
身
辺
を
平
板
に
描
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
、
ほ
と
ん
ど
場
合
そ
こ
に
は
虚
構
化
が
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
差

違
に
主
題
を
明
瞭
化
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
識
的
な
技
巧
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
主
題
は
い
い
か
え
れ
ば
作
者
を
「
危
機
」
に
置
い
て
い

る
所
以
と
し
て
の
問
題
性
で
あ
り
、
創
作
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
の
救
抜
が

図
ら
れ
る
こ
と
と
、
主
題
を
明
瞭
化
す
る
た
め
の
技
巧
が
施
さ
れ
る
こ
と

は
並
行
関
係
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
作
者
が
ひ
と

つ
の
自
己
像
を
作
中
で
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
典
型
で
あ
る
『
仮
面
の
告
白
』（
河
出
書
房
、
一
九
四
九
）
で
は
三
島

は
自
己
を
、
異
性
を
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
︿
異
常
者
﹀
と
し
て
遡
及

的
に
造
型
し
て
お
り
、
そ
の
自
己
像
が
も
た
ら
す
否
定
的
な
存
在
感
に
同

一
化
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
反
語
的
に
賦
活
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
私
小

説
の
代
表
的
な
作
品
と
見
な
さ
れ
る
葛
西
善
蔵
の
『
哀
し
き
父
』（『
奇
蹟
』

一
九
一
二
・
九
）『
子
を
つ
れ
て
』（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
八
・
三
）
で
も
、

作
者
は
世
俗
を
拒
む
「
芸
術
家
」
と
し
て
の
矜
持
と
、
社
会
に
容
れ
ら
れ

な
い
「
子
」
的
な
未
成
熟
さ
を
共
在
さ
せ
た
人
間
と
し
て
自
己
を
造
型
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
是
認
と
相
対
化
を
同
時
に
遂
行
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
語
り
に
よ
る
自
己
造
型
も
、
私
小
説
の
み
を
特
徴

づ
け
る
手
法
で
は
な
く
、
文
学
作
品
全
般
の
生
成
の
原
理
の
な
か
に
包
摂

さ
れ
る
。
と
く
に
自
己
の
経
験
を
素
材
と
し
て
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
を
捉
え
直
し
つ
つ
遡
及
的
な
自
己
造
型
を
お
こ
な
う
機
構
に
つ
い
て

は
こ
れ
ま
で
も
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の

生
を
生
き
直
し
、
直
線
的
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
時
間
を
人
間
化
す
る
機
構

と
し
て
物
語
叙
述
を
捉
え
た
の
は
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
『
時
間
と
物
語
』

（
一
九
八
三
～
八
五
）
で
あ
っ
た
が
、リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
物
語
の
構
築
は
、

拡
散
し
た
過
去
の
事
象
や
出
来
事
を
ミ
メ
ー
シ
ス
的
に
生
き
直
し
つ
つ
、

そ
れ
ら
を
統
合
形
象
化
す
る
行
為
で
あ
る

14
。
そ
の
冒
頭
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
マ
ニ
教

徒
と
し
て
過
ご
し
た
青
年
期
か
ら
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
回
心

を
遂
げ
た
か
と
い
う
自
己
の
内
的
な
変
容
を
辿
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
マ

ニ
教
を
批
判
し
つ
つ
読
み
手
を
キ
リ
ス
ト
教
に
い
ざ
な
う
と
い
う
政
治

的
な
企
図
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
起
点
を
な
す
の
は
現
在
は
批
判
的

に
眺
め
て
い
る
宗
派
の
理
念
を
な
ぜ
か
つ
て
の
自
己
が
信
じ
て
い
た
の

か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
回
心
を
起
こ
し
た
後
に
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
「
私
は
、
久
し
く
志
し
て
い
た
よ
う
に
、
い
よ
い
よ
主
な
る
わ
が
神
に

仕
え
る
身
に
な
ろ
う
か
な
る
ま
い
か
と
思
案
し
て
い
た
と
き
、
欲
し
て
い

た
の
は
私
で
す
が
、
い
と
っ
て
い
た
の
も
私
で
あ
り
、
し
か
も
欲
す
る
私

と
い
と
う
私
は
同
じ
私
で
し
た
」（
山
田
晶
訳
）

15
と
い
っ
た
内
的
な
分
裂

を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
面
の
危
う
さ
を
経
た
う
え
で
、
そ
こ
か

ら
の
脱
却
に
焦
点
化
し
つ
つ
自
身
の
軌
跡
が
綴
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

『
告
白
』
が
単
な
る
信
仰
告
白
の
書
に
と
ど
ま
ら
な
い
物
語
叙
述
と
し
て
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の
興
趣
を
は
ら
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
は
自
伝
文
学
の
特
質
を
論
じ
た
論
考

「
自
伝
の
条
件
と
限
界
」
で
、
自
伝
の
書
き
手
は
「
客
観
的
で
無
私
の
追

求
で
は
な
く
、
個
的
な
自
己
正
当
化
の
営
み
」
を
お
こ
な
う
点
で
、「
自

伝
の
役
割
は
第
一
に
自
己
救
済
に
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る

16
が
、
こ

れ
は
平
野
謙
が
私
小
説
の
機
能
と
し
て
挙
げ
る
「
藝
術
処
理
」
と
も
比
さ

れ
る
側
面
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
自
伝
は
少
年
期
か
ら
現
在
に
至
る
自
己
の
軌
跡
を
綴
り
つ
つ
ひ
と

つ
の
自
己
像
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
面
の
混
沌
に
形
を
与
え
、
そ
れ

が
「
自
己
救
済
」
と
し
て
の
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
私
小
説
の

書
き
手
は
そ
う
し
た
危
う
さ
や
混
沌
が
凝
縮
し
て
現
れ
る
時
空
に
お
け

る
行
動
や
出
来
事
を
語
る
こ
と
で
そ
れ
ら
を
外
化
し
、
自
己
の
似
姿
を
造

型
し
つ
つ
「
救
済
」
な
い
し
慰
安
を
得
よ
う
と
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
私
小
説
が
限
定
さ
れ
た
狭
い
世
界
を
描
き
な
が
ら
そ
こ
に
時

代
社
会
の
文
脈
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
も
、
内
的
外
的
な
危
う
さ
を
作
者
が

抱
え
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
な
い
し
定
位
を
図
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
も
っ

て
書
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
危
う
さ
は
作
者
の
生
活
空

間
に
お
け
る
他
者
や
外
部
世
界
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
定
位
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
性
の
再
認
識
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
仮
面
の
告
白
』
の
背
後
に
は
、
異
性
愛
へ

の
意
欲
が
再
燃
す
る
終
戦
後
の
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
地
」
と
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
同
性
愛
へ
の
傾
斜
が
陰
画
的
な
「
図
」
と
し
て

の
明
瞭
さ
を
獲
得
し
て
い
る
。
葛
西
善
蔵
の
背
後
に
は
二
節
で
述
べ
た
よ

う
な
明
治
以
降
の
功
利
社
会
の
持
続
が
あ
り
、『
和
解
』
の
語
り
手
を
父

と
の
和
解
に
導
く
動
因
の
ひ
と
つ
に
は
、
大
正
期
の
生
命
主
義
的
な
潮
流

が
あ
っ
た
。
生
命
主
義
へ
の
志
向
は
梶
井
基
次
郎
の
『
檸
檬
』（『
青
空
』

一
九
二
五
・
一
）
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
語
り
手
が
抱
え
た
結
核
に

よ
る
体
調
の
不
良
は
彼
の
気
分
を
陰
鬱
に
染
め
て
お
り
、
そ
の
「
え
た
い

の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
抑
圧
を
一
顆
の
レ
モ
ン
と

い
う
︿
自
然
﹀
が
は
ら
む
力
に
よ
っ
て
払
拭
し
よ
う
と
す
る
と
す
る
の

だ
っ
た
。

  

こ
の
よ
う
に
眺
め
る
と
、
私
小
説
の
特
質
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
作
者
自
身
の
身
辺
に
限
定
さ
れ
た
時
空
に
展
開
し
て

い
き
な
が
ら
、
人
間
の
成
熟
や
生
命
の
昂
揚
に
関
わ
る
普
遍
的
な
主
題
性

を
含
み
、
ま
た
作
者
が
生
き
る
時
代
社
会
の
文
脈
が
そ
の
狭
い
世
界
に
入

り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
閉
じ
ら
れ
つ
つ
開
か
れ
た
二
面
性
を
は
ら
む
世

界
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
身
の
帰
郷
体
験
を
語
り
な
が
ら
、「
９
・

１
１
」
と
い
う
世
界
を
揺
る
が
し
た
テ
ロ
事
件
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

リ
ー
ビ
英
雄
の
『
千
々
に
く
だ
け
て
』（『
群
像
』
二
〇
〇
四
・
九
）
は
、
こ

の
二
面
性
を
極
大
化
す
る
形
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
事
例
を
な
し
て
い

る
。
ま
た
障
害
を
持
っ
た
長
男
と
の
共
生
を
主
題
と
す
る
大
江
健
三
郎
の

作
品
群
も
、
出
来
事
の
︿
私
﹀
性
の
な
か
に
︿
核
﹀
の
脅
威
に
怯
え
る
現

代
世
界
の
姿
を
透
か
し
見
せ
る
構
図
を
し
ば
し
ば
は
ら
ん
で
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
私
小
説
の
特
質
は
あ
る
意
味
で
は
日
本
文
化
全
体
の
性

格
と
重
ね
ら
れ
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う

17
。
す
な
わ
ち

十
七
文
字
に
よ
っ
て
外
部
の
事
象
を
捉
え
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
広
が
る

世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
俳
句
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
分
量

の
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
世
界
が
小
宇
宙
と
し
て
の
拡
が
り
や
深

み
を
は
ら
む
と
い
う
の
は
、
日
本
文
化
・
文
学
が
古
来
帯
び
て
き
た
特
質

で
あ
る
か
ら
だ
。
古
典
物
語
に
お
い
て
も
、
加
藤
周
一
が
『
日
本
文
学
史

序
説
』（
筑
摩
書
房
、
上
巻
一
九
七
五
、
下
巻
一
九
八
〇
）
で
指
摘
す
る
よ
う

に
、
全
体
の
構
想
か
ら
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
部
分
の
展
開
、
内
容
が
演
繹
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的
に
割
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
に
典
型
的
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
自
律
性
を
も
っ
た
断
章
が
連
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

全
体
が
成
立
に
至
る
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
断
章
に
は
断
片

的
な
限
定
性
の
な
か
に
恋
愛
を
主
と
す
る
微
妙
な
情
感
の
動
き
が
込
め

ら
れ
、
そ
こ
に
普
遍
的
な
人
間
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
は
私
小
説
と
の
連

続
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
近
代
の
長
篇
小
説
に
お
い
て
も
、
谷
崎
潤

一
郎
の
『
細
雪
』（
中
央
公
論
社
、
上
巻
一
九
四
六
、
中
巻
一
九
四
七
、
下
巻

一
九
四
八
）
や
川
端
康
成
の
『
山
の
音
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
四
）
が
そ

う
し
た
ス
タ
イ
ル
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く

に
川
端
の
作
品
は
長
篇
の
規
模
で
あ
っ
て
も
断
章
の
集
積
と
し
て
成
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
見
れ
ば
日
本
に
お
い
て
私
小
説
的
な
方
法
が
虚

構
を
軸
と
す
る
長
篇
小
説
に
も
滲
出
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と

も
い
え
る
だ
ろ
う
。

六
　
せ
め
ぎ
合
う
価
値
観
の
な
か
で

　

も
ち
ろ
ん
私
小
説
が
す
べ
て
そ
う
し
た
限
定
と
拡
が
り
の
二
面
性
を

帯
び
た
作
品
世
界
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現

在
ま
で
読
み
継
が
れ
る
よ
う
な
重
み
を
も
っ
た
作
品
に
は
こ
の
特
質
が

見
て
取
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

反
面
作
者
が
自
身
の
生
活
経
験
を
綴
る
こ
と
に
終
始
し
、
読
み
手
を
そ

の
具
体
性
の
外
側
に
連
れ
て
行
か
な
い
私
小
説
作
品
は
少
な
く
な
い
。
た

と
え
ば
私
小
説
を
形
式
的
に
完
成
さ
せ
た
と
さ
れ
る

18
近
松
秋
江
の
作
品

が
、
現
在
一
般
読
者
に
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
こ
こ
で
眺
め
て
き
た
よ
う
な
二
面
性
の
希
薄
さ
ゆ
え
と
見
ら
れ
る
。

『
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
』（『
早
稲
田
文
学
』、
一
九
一
〇
・
四
～
七
）
の

表
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
秋
江
の
作
品
で
は
離
別
し
た
内
縁
の
妻
の

よ
う
な
距
離
の
あ
る
女
性
へ
の
執
着
が
繰
り
返
し
描
か
れ
、
続
編
の
『
疑

惑
』（『
新
小
説
』
一
九
一
三
・
九
）
で
は
、
自
分
の
元
を
去
っ
て
若
い
情
夫

と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
元
内
縁
の
妻
へ
の
猜
疑
と
情
夫
へ

の
嫉
妬
を
中
心
と
す
る
情
動
が
綿
々
と
綴
ら
れ
る
。
平
野
謙
は
秋
江
の
人

物
に
つ
い
て
、「
愚
か
し
い
男
の
執
念
」
の
「
剔
抉
」
の
様
相
に
そ
の
独

自
性
を
認
め
て
い
る

19
が
、
主
人
公
の
愚
か
し
さ
の
描
出
に
お
い
て
は
花

袋
の
『
蒲
団
』
や
葛
西
の
一
連
の
作
品
の
方
が
は
る
か
に
勝
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
過
剰
さ
が
も
た
ら
す
周
囲
と
の
齟
齬
の
な
か
に
彼
ら
が
生
き
て

い
る
時
代
社
会
の
様
相
が
浮
上
し
て
く
る
の
だ
っ
た
。
一
方
秋
江
の
作
品

は
「
情
痴
小
説
」
と
称
さ
れ
な
が
ら
、
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
女
性
と
の
現

実
的
な
交
渉
で
は
な
く
、
自
身
の
傍
ら
に
い
な
い
女
性
に
語
り
手
が
執
着

す
る
心
性
で
あ
る
。
語
り
手
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
情
動
の
な
か
に
と
ど
ま

り
、
そ
れ
を
通
し
て
彼
を
位
置
づ
け
て
い
る
時
代
社
会
の
様
相
が
立
ち
現

れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
に
、
読
み
手
は
語
り
手
が
反
芻
し
つ
づ
け

る
そ
の
心
性
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
が
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

近
松
秋
江
を
含
め
て
、
こ
う
し
た
作
家
が
自
身
の
経
験
や
生
活
を
素
材

と
し
て
そ
れ
を
物
語
化
す
る
私
小
説
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
が
、
冒
頭
に

触
れ
た
よ
う
に
明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
一
〇
年
前
後
に
か
け
て
で
あ

る
。
日
比
嘉
高
の
『
自
己
表
象
の
文
学
史
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
二
）
や

山
口
直
孝
の『「
私
」を
語
る
小
説
の
誕
生
』（
翰
林
書
房
、二
〇
一
一
）と
い
っ

た
研
究
者
の
著
作
で
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
読
者
の
記
憶
に
と
ど
ま
っ

て
い
な
い
無
名
の
作
者
の
作
品
を
も
含
む
形
で
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
探

求
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、『
蒲
団
』
の
登
場
し
た
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）
前
後
に
作
者
の
︿
私
﹀
を
語
る
小
説
が
数
多
く
現
れ
て
お
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り
、『
蒲
団
』
は
そ
の
一
環
を
な
し
な
が
ら
も
っ
と
も
世
評
に
上
っ
た
例

で
あ
っ
た
。
後
者
も
同
様
の
見
方
を
取
り
な
が
ら
、
自
己
を
語
る
作
品
に

お
い
て
も
『
蒲
団
』
や
平
塚
ら
い
て
う
と
の
情
死
未
遂
行
事
件
を
描
い
た

森
田
草
平
の
『
煤
煙
』（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
・
一
～
五
）
の
よ
う

に
三
人
称
の
語
り
が
主
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
次
第
に
一
人
称
が
増
加
し

て
い
く
と
い
う
変
化
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
に
︿
自
己
語
り
﹀
の
小
説
作
品
が
簇
生
し
た
文
脈
と
し
て
、

日
比
は
「
作
品
の
楽
屋
情
報
に
価
値
を
見
出
す
文
芸
メ
デ
ィ
ア
の
傾
向
」

を
挙
げ
、
山
口
は
雑
誌
『
太
陽
』
な
ど
に
多
く
掲
載
さ
れ
た
旅
行
記
的
な

作
品
に
示
さ
れ
る
「
都
会
に
暮
ら
す
文
学
者
が
観
光
地
を
訪
れ
、
滞
在
す

る
こ
と
で
内
面
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

あ
え
て
問
題
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
見
解
だ
が
、
よ
り
巨

視
的
に
眺
め
れ
ば
、
鈴
木
登
美
が
『
語
ら
れ
た
自
己

︱
日
本
近
代
の
私

小
説
言
説
』（
大
内
和
子
・
雲
和
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
で
指
摘
す

る
よ
う
に
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
お
け
る
個
人
主
義
思
想
の
台
頭
が

基
底
的
な
潮
流
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
鈴
木
は
こ
の
時
期
に
現
れ
た
変
化

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
私
小
説
言
説
が
現
れ
た
の
は
、
文
学
作
品
を
何
よ
り
も
ま
ず
、
作
家
が

自
分
の
「
真
の
自
己
」
を
忠
実
に
明
か
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
す
時

代
で
あ
っ
た
。
私
小
説
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
自
由
主
義

的
・
人
道
主
義
的
な
運
動
が
日
本
中
を
駆
け
抜
け
た
大
正
中
期
か
ら
後
期

に
か
け
て
、
つ
ま
り
一
九
二
〇
年
代
に
批
評
言
説
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
た

の
だ
が
、
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
一
八
九
〇
年
代
の
初
頭
か
ら
表
面
化

し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
盤
と
も
な
っ
た
「
近
代
的
個
人
」「
自
己
」

へ
の
関
心
が
、
こ
の
自
由
主
義
的
・
人
道
主
義
的
な
運
動
を
通
し
て
広
範

な
社
会
層
に
広
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
「
自
由

主
義
的
・
人
道
主
義
的
」
な
傾
向
が
白
樺
派
や
『
青
鞜
』
の
女
性
た
ち
に

代
表
さ
れ
る
明
治
四
〇
年
代
の
思
潮
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
宇
野
浩
二
が
白
樺
派
と
く
に
武
者
小
路
実
篤
の
表
現
を
私
小

説
の
起
点
と
し
て
提
起
し
た

20
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
武
者
小

路
が
目
指
し
た
も
の
も
異
性
へ
の
欲
求
と
い
う
形
で
露
呈
さ
れ
る
「
真
の

自
己
」
の
率
直
な
表
出
で
あ
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
私
小
説
の
実
態
を
考
慮
す
れ
ば
、
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
向
日
的
な
自
己
表
出
性
に

よ
っ
て
私
小
説
を
括
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
私
小
説

の
主
人
公
、
語
り
手
に
託
さ
れ
た
作
者
の
自
己
は
む
し
ろ
不
安
定
に
揺
ら

い
で
い
る
危
う
さ
を
は
ら
ん
で
お
り
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
定
位

さ
せ
る
こ
と
が
作
品
の
動
機
を
な
す
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
山
崎
正
和
の

『
不
機
嫌
の
時
代
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
）
は
、
こ
の
作
家
た
ち
が
抱
え

て
い
た
危
う
い
揺
ら
ぎ
の
意
識
を
分
析
し
た
論
考
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
志
賀
、
漱
石
、
鴎
外
、
荷
風
ら
の
作
品
を
通
し
て
、
日
露
戦
争

後
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
時
期
に
社
会
を
覆
っ
て
い
た
気
分
と
し
て

の
「
不
機
嫌
」
の
表
出
が
探
求
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
は
私
小
説
が
成
立
し

て
く
る
時
代
と
も
重
な
る
日
露
戦
争
終
結
か
ら
大
正
初
期
の
時
代
を
特

徴
づ
け
る
要
素
と
し
て
「
不
機
嫌
」
を
挙
げ
、
日
露
戦
争
が
終
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
国
家
」
や
「
公
」
の
存
在
感
が
に
わ
か
に
縮
小
し
て
い
く
こ

と
で
、
自
己
の
感
情
を
位
置
づ
け
る
べ
き
地
平
を
見
失
っ
た
国
民
が
こ
の

心
的
状
況
に
陥
っ
て
い
っ
た
変
容
を
論
じ
て
い
る
。

　

国
家
の
存
在
感
が
縮
小
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
内
実
の
不
明
な ︿
私
﹀
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が
相
対
的
に
浮
上
し
て
き
た
と
い
う
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
が
、
現
実
に

は
そ
れ
ほ
ど
明
快
に
状
況
が
図
式
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
露
戦
争

後
に
個
人
主
義
が
台
頭
し
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
国
家
の

存
在
感
は
大
逆
事
件
や
韓
国
併
合
な
ど
に
よ
っ
て
、
政
治
思
想
へ
の
抑
圧

や
隣
国
へ
の
暴
力
を
も
た
ら
す
主
体
と
し
て
あ
ら
た
め
て
国
民
の
前
に

顕
在
化
さ
れ
て
く
る
。
大
正
期
に
お
い
て
も
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
へ

の
参
戦
に
よ
っ
て
、
辛
亥
革
命
時
に
清
国
政
府
の
支
援
に
失
敗
し
て
以

降
、
国
際
的
に
後
退
し
て
い
た
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
存
在
感
を
取
り
戻
そ

う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
国
家
の
動
き
と
拮
抗
し
つ
つ
個
人
主
義

へ
の
傾
斜
が
進
行
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
傾
斜
の
基
底
に
は
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
な
生
命
主
義
的
な
潮

流
が
あ
る
。
日
露
戦
争
前
に
高
山
樗
牛
の
『
美
的
生
活
を
論
ず
』（『
太
陽
』

一
九
〇
一
・
八
）
で
唱
え
ら
れ
た
、
内
在
的
生
命
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
へ

の
傾
斜
が
戦
後
再
び
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
鈴
木
貞
美
が
指
摘
す
る

21

よ
う
に
明
治
四
〇
年
か
ら
大
正
初
年
代
に
か
け
て
、「
生
命
」
を
め
ぐ
る

言
説
が
お
び
た
だ
し
く
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
本
源
的
生

命
」
に
発
す
る
道
徳
を
説
く
哲
学
者
の
三
並
良は

じ
めの

『
生
命
中
心
の
哲
学
』

（
警
醒
社
書
店
、
一
九
一
五
）
で
は
、
個
人
主
義
を
超
克
し
た
形
に
お
け
る

自
我
の
昂
揚
が
称
揚
さ
れ
、同
じ
く
哲
学
者
の
金
子
筑
水
の
「
生
命
の
力
」

（『
太
陽
』
一
九
一
三
・
六
）
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
論
を
祖
述
し
つ
つ
「
神
秘

な
力
」「
不
可
思
議
な
力
」
と
し
て
の
生
命
に
立
脚
し
た
自
我
の
あ
り
方

が
説
か
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
三
並
が
い
う
よ
う
に
生
命
主
義
的
な

自
我
観
が
逆
説
を
は
ら
む
こ
と
で
、
生
命
の
力
に
自
己
を
委
ね
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
の
個
的
な
輪
郭
は
溶
解
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
生
命
と
い

う
概
念
自
体
へ
の
直
接
的
な
論
及
は
な
い
も
の
の
、
西
田
幾
多
郎
の
『
善

の
研
究
』（
弘
道
館
、
一
九
〇
一
）
に
お
い
て
は
「
見
る
主
観
も
な
け
れ
ば

見
ら
る
る
客
観
も
な
い
」
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
自
他
一
如
的
な
自
我

観
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
語
ら
れ
る
生
命
論
の
基
底
を
な
す
こ
と
に

な
る
。
白
樺
派
を
は
じ
め
と
し
て
こ
の
時
代
の
青
年
た
ち
も
こ
う
し
た
主

客
の
峻
別
を
排
し
た
形
に
お
け
る
自
我
を
志
向
し
て
い
た
。
自
我
肯
定
的

と
い
わ
れ
る
志
賀
直
哉
の
初
期
作
品
に
お
い
て
も
、
妻
に
ナ
イ
フ
を
打
ち

込
ん
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
芸
人
の
所
行
に
「
無
罪
」
の
判
断
が
下
さ
れ
る

（『
范
の
犯
罪
』、『
白
樺
』
一
九
一
三
・
一
〇
）
よ
う
に
、
意
識
と
無
意
識
の

境
界
が
溶
解
し
た
カ
オ
ス
と
し
て
自
我
が
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

逆
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
カ
オ
ス
的
な
昂
揚
と
し
て
自
我
が
意
識
さ
れ

て
い
た
ゆ
え
に
、
内
的
な
生
命
感
が
低
下
す
る
こ
と
は
自
我
の
希
薄
化
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
低
下
を
も
た
ら
す
要
因

と
な
る
も
の
が
、
家
庭
か
ら
社
会
に
わ
た
る
外
部
世
界
か
ら
の
抑
圧
で
あ

り
、
そ
れ
を
強
く
意
識
す
る
人
間
が
不
機
嫌
の
彩
り
を
も
っ
て
現
れ
る
の

だ
と
い
え
よ
う
。
山
崎
正
和
が
不
機
嫌
の
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
る
志
賀

の
人
物
た
ち
の
心
的
状
況
に
し
て
も
、
強
い
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
人

公
が
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
社
会
的
達
成
を
成
し
え
て
い
な
い
と
い
う
自
覚

か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
平
々
凡
々
と
し
て
送
ら
れ
る
日
常
に

お
け
る
生
命
の
蘇
生
を
企
図
し
な
が
ら
、
半
ば
は
そ
れ
を
み
ず
か
ら
封
じ

て
し
ま
う
の
が
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』
の
主
人
公
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
情

動
の
な
か
に
彼
の
︿
道
徳
観
﹀
が
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
国

家
、
社
会
の
秩
序
と
個
人
の
欲
求
の
狭
間
で
生
き
る
人
間
の
姿
が
垣
間
見

ら
れ
る
。

　
『
舞
姫
』
の
太
田
豊
太
郎
も
同
様
に
、
自
身
が
覚
醒
さ
せ
た
ロ
マ
ン
的

な
自
我
意
識
と
社
会
の
体
制
に
帰
属
し
よ
う
と
す
る
希
求
の
間
で
苦
悩

す
が
、先
に
述
べ
た
私
小
説
の
人
物
た
ち
を
特
徴
づ
け
る
内
的
な
「
危
機
」

は
お
お
む
ね
こ
う
し
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
が
、
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そ
の
背
景
を
な
す
も
の
が
、
異
質
な
価
値
観
を
共
在
さ
せ
た
時
代
の
過
渡

性
で
あ
っ
た
。
私
小
説
と
い
う
用
語
が
流
通
し
始
め
、
私
小
説
作
品
が
簇

生
す
る
よ
う
に
な
る
大
正
十
〇
年
前
後
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
も
や

は
り
過
渡
性
を
強
く
帯
び
た
時
代
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮

や
生
命
主
義
的
な
志
向
の
勃
興
に
加
え
て
看
過
し
え
な
い
の
は
、
都
市
化

現
象
の
進
行
で
あ
る
。
日
露
戦
争
後
の
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は

新
潟
、
兵
庫
に
次
い
で
第
三
位
の
人
口
を
も
つ
都
道
府
県
で
し
か
な
か
っ

た
東
京
が
、
第
一
回
国
勢
調
査
の
お
こ
な
わ
れ
た
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）

に
は
第
一
位
に
上
が
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
人
口
は
一
八
七
万
人
か
ら

三
六
九
万
人
へ
と
倍
近
く
に
増
加
し
て
い
る
。
大
阪
も
第
七
位
か
ら
第
二

位
へ
と
上
昇
し
て
お
り
、
一
方
首
位
で
あ
っ
た
新
潟
の
人
口
は
一
九
五
万

人
か
ら
一
七
七
万
人
へ
と
減
少
し
、
第
七
位
へ
と
下
落
し
て
い
る
。
大
都

市
圏
へ
の
人
口
の
流
入
は
明
確
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
カ
フ
ェ
ー
、
シ
ネ
マ
、

ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
と
い
っ
た
都
市
文
化
が
隆
盛
し
、都
市
の
街
路
を
「
モ
ガ
」

「
モ
ボ
」
た
ち
が
闊
歩
す
る
時
代
と
な
る
。

　

反
面
地
方
か
ら
大
都
市
圏
に
大
量
の
人
間
が
移
住
す
る
こ
と
は
、
出
自

の
ム
ラ
的
な
共
同
体
を
離
れ
て
単
独
者
と
し
て
生
活
す
る
人
び
と
が
増

加
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
孤
独
な
心
性
や
憂
鬱
な
気
分
を
抱
え
て

日
々
が
送
ら
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
菅
野
昭
正『
憂
鬱
の
文
学
』

（
新
潮
社
、
二
〇
〇
九
）
で
は
、
萩
原
朔
太
郎
、
山
村
暮
鳥
の
詩
や
、
佐
藤

春
夫
、
梶
井
基
次
郎
ら
の
小
説
を
論
じ
な
が
ら
こ
の
時
代
に
瀰
漫
し
て
い

た
憂
鬱
と
い
う
気
分
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

『
田
園
の
憂
鬱
』（『
黒
潮
』
一
九
一
七
・
六
）
は
や
は
り
自
身
の
経
験
を
下

敷
き
に
し
た
私
小
説
的
作
品
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
息
苦
し
い
都
会
」
へ

の
嫌
悪
と
「
柔
か
に
優
し
い
そ
れ
故
に
平
凡
な
自
然
」
へ
の
愛
着
が
動
機

を
な
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。『
檸
檬
』
に
お
い
て
も
、
京

都
と
い
う
都
市
空
間
を
舞
台
と
し
、
そ
の
近
代
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
も

い
え
る
丸
善
と
い
う
西
洋
文
化
の
窓
口
に
惹
か
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
こ

か
ら
の
抑
圧
を
蒙
っ
て
い
る
「
私
」
が
、
レ
モ
ン
と
い
う
自
然
の
所
産
を

そ
れ
に
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
圧
迫
を
払
う
幻
想
を
描
こ
う
と

す
る
の
だ
っ
た
。

　

大
正
末
期
に
書
か
れ
た
川
端
康
成
の
『
伊
豆
の
踊
子
』（『
文
芸
時
代
』

一
九
二
六
・
一
～
二
）
に
し
て
も
、
作
者
の
青
年
期
の
経
験
を
下
敷
き
と
す

る
私
小
説
的
作
品
で
あ
る

22
と
と
も
に
、
東
京
で
の
生
活
に
孤
独
感
を
募

ら
せ
た
一
高
生
の
主
人
公
が
伊
豆
で
の
旅
芸
人
の
一
行
と
出
会
い
と
交

わ
り
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
と
い
う
構
図
を
も
っ
て
い
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
薫

は
そ
の
肢
体
が
「
若
桐
の
や
う
に
足
の
よ
く
伸
び
た
」
と
形
容
さ
れ
、「
花

の
や
う
に
笑
ふ
」
と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
の
暗
喩
と
し
て
の
瑞
々

し
さ
が
強
調
さ
れ
、
彼
女
を
含
む
旅
芸
人
た
ち
は
作
者
自
身
の
境
遇
を
映

し
て
「
孤
児
」
と
し
て
設
定
さ
れ
る
「
私
」
に
と
っ
て
は
疎
遠
な
︿
家
族
﹀
の

幻
影
を
与
え
る
と
同
時
に
、「
野
の
匂
ひ
を
失
は
な
い
」
と
記
さ
れ
る
よ

う
に
や
は
り
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
ま
と
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の

旅
の
経
験
で
「
私
」
が
得
た
癒
し
の
感
覚
は
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ロ
イ
・
ス
タ
ー
ズ
が
「
ひ
と
た
び
大
都
市
に
戻
っ
て
自
己
の
孤
独
を
見
出

せ
ば
、
彼
は
ま
た
す
ぐ
に
現
在
の
「
頂
点
」
か
ら
暗
い
「
谷
」
へ
と
下
降

す
る
だ
ろ
う
」
と
や
や
皮
肉
に
評
す
る

23
よ
う
な
状
態
に
戻
る
可
能
性
が

高
い
。
自
然
の
比
喩
を
な
す
少
女
と
の
交
わ
り
が
美
し
く
彩
ら
れ
る
ほ

ど
、
本
来
の
生
活
空
間
と
し
て
の
都
市
で
の
生
活
が
、
彼
に
孤
独
と
憂
鬱

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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———　寄稿　———

七
　
転
換
す
る
時
代
と
『
歯
車
』

　

こ
う
し
た
自
然
へ
の
憧
憬
を
生
活
者
に
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
都
市

の
成
長
は
、
近
代
の
潮
流
と
し
て
個
人
に
齟
齬
や
違
和
の
感
覚
を
も
た
ら

す
源
泉
と
も
な
り
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
の
私
小
説
的
作
品
の
動
機
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
は
先

に
挙
げ
た
西
洋
か
ら
移
入
さ
れ
た
大
衆
文
化
の
浸
透
に
加
え
て
、
菊
池
寛

に
よ
る
『
文
藝
春
秋
』
の
創
刊
や
円
本
の
流
行
な
ど
に
よ
っ
て
文
芸
の
大

衆
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
。
菊
池
自
身
が
芥
川
龍
之
介
ら
と
と
も
に
『
新

思
潮
』
を
営
み
、
技
巧
的
な
短
篇
の
作
品
を
書
い
て
い
た
出
発
時
と
は

う
っ
て
変
わ
っ
て
、『
真
珠
夫
人
』（『
大
阪
毎
日
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』

一
九
二
〇
・
六
～
一
二
）
を
は
じ
め
と
す
る
大
衆
小
説
の
作
家
へ
と
転
じ
て

い
く
の
で
あ
り
、『
新
思
潮
』
を
含
ん
で
『
早
稲
田
文
学
』『
白
樺
』『
奇

蹟
』『
青
空
』
と
い
っ
た
同
人
誌
に
集
う
仲
間
が
、
切
磋
琢
磨
の
な
か
で

互
い
の
自
己
を
晒
し
つ
つ
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
、
明
治
後
期
か
ら

大
正
期
に
か
け
て
の
流
れ
は
昭
和
期
に
入
る
と
次
第
に
創
作
の
主
流
で

は
な
く
な
っ
て
い
く
。
川
端
康
成
と
と
も
に
『
文
芸
時
代
』
と
い
う
同
人

誌
か
ら
出
発
し
た
横
光
利
一
も
、
実
験
的
、
前
衛
的
な
手
法
を
取
り
入
れ

つ
つ『
上
海
』（『
改
造
』一
九
二
八
・
一
一
～
三
一
・
一
一
）や『
機
械
』（『
改
造
』

一
九
三
〇
・
九
））
と
い
っ
た
画
期
的
な
作
品
を
も
た
ら
し
て
い
た
地
点
か

ら
、み
ず
か
ら
「
純
文
学
に
し
て
大
衆
小
説
」
と
規
定
す
る
「
純
粋
小
説
」

を
企
図
し
、『
寝
園
』（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
〇
・
五
～
一
一
、『
文
藝
春
秋
』

一
九
三
二
・
五
～
一
一
）や『
家
族
会
議
』（『
大
阪
毎
日
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』

一
九
三
五
・
八
～
一
二
）
の
よ
う
な
、
表
現
の
技
巧
を
抑
え
て
表
層
的
な
社

会
現
象
と
あ
え
て
交
わ
ろ
う
と
す
る
作
品
の
書
き
手
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
揺
れ
動
く
時
代
の
な
か
に
あ
っ
て
、
教
養
主
義
的
な
「
純
文

学
」
の
書
き
手
で
あ
り
つ
づ
け
よ
う
と
し
て
時
流
に
逆
行
す
る
存
在
と

な
っ
て
い
き
、
み
ず
か
ら
命
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
芥
川
龍
之
介

で
あ
っ
た
。
芥
川
が
技
巧
を
凝
ら
し
た
物
語
的
短
篇
小
説
を
構
築
す
る
こ

と
か
ら
次
第
に
、
筋
を
重
視
し
な
い
「
詩
的
」
な
小
説
を
書
こ
う
と
す
る

地
点
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
触
れ
た
久

米
正
雄
ら
の
唱
え
た
「
心
境
小
説
」
的
世
界
の
取
り
込
み
で
あ
っ
た
が
、

な
か
で
も
遺
稿
の
『
歯
車
』
は
ほ
ぼ
作
者
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
語
り
手
が
、

郊
外
の
避
暑
地
と
東
京
の
間
を
行
き
来
し
つ
つ
、『
蜃
気
楼
』（『
婦
人
公
論
』

一
九
二
七
・
一
）
や
『
河
童
』（『
改
造
』
一
九
二
七
・
三
）
に
相
当
す
る
作
品

を
書
い
て
い
く
過
程
で
様
々
な
表
象
や
幻
影
に
脅
か
さ
れ
る
経
験
が
語

ら
れ
る
、
私
小
説
的
性
格
の
強
い
作
品
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
語
り
手
の
「
僕
」
が
鵠
沼
に
相
当
す
る
避
暑
地
と
東
京
の
間
を

往
還
す
る
構
図
も
、
自
然
と
都
市
の
対
比
を
形
作
っ
て
い
る
が
、
東
京
の

都
市
空
間
を
移
動
す
る
さ
中
に
も
、「
僕
」
は
「
緑
い
ろ
の
笠
を
か
け
て
、

背
の
高
い
ス
タ
ン
ド
」
に
「
平
和
な
感
じ
」
を
受
け
た
り
、「
薔
薇
色
の
壁
」

に
「
何
か
平
和
な
も
の
」
を
感
じ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
「
緑
い
ろ
」
や
「
薔

薇
色
」
と
い
う
色
彩
が
自
然
を
喚
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
や
は
り
自
然

に
癒
し
を
求
め
る
抑
圧
を
は
ら
ん
だ
心
性
を
彼
が
抱
え
て
い
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
抑
圧
の
な
か
に
「
僕
」
な
い
し
芥
川
を
表
現
者

と
し
て
実
現
さ
せ
る
と
同
時
に
、
衰
滅
に
導
く
こ
と
に
な
る
二
面
性
を
帯

び
た
資
質
と
し
て
の
自
己
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
都
市
空
間
を
移
動
す
る
語
り
手
の
「
僕
」
を
特
徴
づ
け
て
い

る
の
は
、耳
に
入
っ
た
「
イ
ラ
イ
ラ
す
る
ね
」
と
い
う
言
葉
が
直
ち
に
「
イ

ラ
イ
ラ
す
る
、

︱tantalizing

︱Tantalus

︱Inferno

」
と
い
う
脈

絡
を
召
喚
し
た
り
、電
話
か
ら
聞
こ
え
た
「
モ
オ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
「la 

m
ort

」
す
な
わ
ち
「
死
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
り
す
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る
よ
う
に
、
感
覚
が
受
容
し
た
外
界
の
情
報
に
対
し
て
、
地
獄
や
死
へ
と

結
び
つ
く
連
想
を
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
お
こ
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
連
想
の
基
底
に
あ
る
機
構
が
、「
僕
」
の
右
目
の

視
界
に
現
れ
る
「
絶
え
ず
ま
は
つ
て
ゐ
る
半
透
明
の
歯
車
」
の
イ
メ
ー
ジ

に
照
応
し
て
い
る
。「
閃
輝
暗
点
」
と
い
う
病
理
現
象
に
同
定
さ
れ
る
こ

の
回
り
つ
づ
け
る
歯
車
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
芥
川
が
少
青
年
期
か
ら
吸
収
し

て
き
た
知
識
、
教
養
を
原
動
力
と
し
て
培
わ
れ
た
内
的
な
機
構
の
比
喩
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
彼
を
知
的
作
家
に
す
る
条
件
と
な
っ
た
と
同
時

に
、
現
在
の
彼
の
生
存
を
衰
滅
の
領
域
に
方
向
付
け
る
力
と
し
て
作
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
基
底
に
は
ら
ま
れ
た
、
少
数
の

読
み
手
を
想
定
し
た
教
養
主
義
的
な
創
作
の
時
代
の
終
焉
は
、
何
よ
り
も

鵠
沼
と
東
京
の
間
を
往
還
し
、
東
京
の
都
市
空
間
を
移
動
す
る
「
僕
」
の

身
体
的
営
為
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
『
歯
車
』
が
盛
り
込
ま
れ
た
話
題
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
聖
書
と
の
連

関
を
強
く
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
見
逃
せ
な
い
の

は
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
の
投
影
で
あ
る

24
。「
僕
」
は
迷
い
込
ん
だ
ホ
テ
ル

の
調
理
場
に
「
僕
の
堕
ち
た
地
獄
」
を
見
て
取
り
、
カ
フ
ェ
ー
の
客
で
あ

る
親
子
の
男
女
に
「
現
世
を
地
獄
に
す
る
」
契
機
で
あ
る
「
親
和
力
」
を

直
感
し
、
さ
ら
に
バ
ー
で
フ
ラ
ン
ス
語
で
会
話
を
し
て
い
た
新
聞
記
者
ら

し
き
男
た
ち
は
「
僕
」
の
こ
と
を
指
し
て
「Le diable est m

ort!
」「O

ui, 
oui, d’enfer…

…

」（「
悪
魔
は
死
ん
だ
！
」「
そ
う
、
そ
う
、
地
獄
の…

…
」）

と
い
っ
た
会
話
を
交
わ
す
。
こ
う
し
た
「
地
獄
」
の
点
綴
は
こ
の
作
品
が

東
京
の
都
市
空
間
と
い
う
「
地
獄
」
を
さ
ま
よ
う
「
僕
」
の
物
語
で
も
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
「
僕
」
が
「
イ
ラ
イ
ラ
す
る
」

と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
す
る
「Inferno

」
が
『
神
曲
』
の
「
地
獄
篇
」
の

こ
と
で
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
綴
っ
て
い
る
作
者
が
『
神
曲
』
を
意
識

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
『
神
曲
』
で
は
ダ
ン
テ
が
師
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
導
か
れ
て
地
獄
、

煉
獄
の
世
界
を
く
ぐ
り
、
天
国
界
に
到
達
す
る
が
、『
歯
車
』
の
「
僕
」

は
自
身
の
意
識
が
つ
く
り
出
し
た
都
市
の
「
地
獄
」
に
と
ど
ま
り
つ
づ

け
る
。
彼
が
こ
の
「
地
獄
」
を
歩
行
者
と
し
て
経
巡
り
つ
づ
け
る
の

は
、
端
的
に
は
そ
こ
か
ら
彼
を
脱
さ
せ
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
相
当
す

る
導
き
手
が
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、『
歯
車
』
に
は
そ
の
導
き
手
の
不

在
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
導
き
手
と
は
芥
川
を
表
現
者
と
し
て

押
し
上
げ
て
く
れ
た
夏
目
漱
石
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
二　

復
讐
」
の
節
に

は
、「
僕
」
が
精
神
病
院
に
赴
こ
う
と
し
て
青
山
斎
場
の
前
に
出
て
し
ま

い
、
そ
こ
で
漱
石
の
葬
儀
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
追
想
し
て
、「
僕
は

砂
利
を
敷
い
た
門
の
中
を
眺
め
、「
漱
石
山
房
」
の
芭
蕉
を
思
ひ
出
し

な
が
ら
、
何
か
僕
の
一
生
も
一
段
落
つ
い
た
こ
と
を
感
じ
な
い
訣
に
は

行
か
な
か
つ
た
」
と
い
う
感
慨
を
覚
え
る
場
面
が
出
て
く
る
。
漱
石
は

「
自
然
其
儘
の
可
笑
味
が
お
つ
と
り
出
て
ゐ
る
所
に
上
品
な
趣
が
あ
り
ま

す
」（
一
九
一
六
・
二
・
一
九
付
書
簡
）
と
評
し
て
芥
川
の
『
鼻
』（『
新
思
潮
』

一
九
一
六
・
二
）
を
称
賛
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
「
上
品
な
趣
」
は

次
第
に
時
代
の
好
尚
が
求
め
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

芥
川
が
理
想
と
し
た
読
み
手
は
漱
石
の
よ
う
な
高
い
知
性
と
洗
練
さ

れ
た
趣
味
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
小
説
の
読
者
は
気
ま

ま
に
作
品
を
享
受
し
、
作
家
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
話
題
に
す
る
大
衆
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
。『
歯
車
』
に
は
そ
う
し
た
大
衆
社
会
の
姿
も
点
描
さ
れ
て
い

る
。
バ
ー
で
自
分
の
噂
を
し
て
い
る
記
者
ら
し
き
男
た
ち
も
そ
の
ひ
と
つ

を
な
す
が
、「
二　

復
讐
」
に
は
「
Ａ
さ
ん
で
は
い
ら
つ
し
や
い
ま
せ
ん

か
？
」
と
話
し
か
け
て
く
る
通
り
す
が
り
の
青
年
を
「
僕
」
が
忌
避
す
る

場
面
が
現
れ
る
。
青
年
が
「
僕
も
先
生
の
愛
読
者
の
…
…
」
と
言
う
や
否
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や
、「
僕
」
は
「
ち
よ
つ
と
帽
を
と
つ
た
ぎ
り
、
彼
を
後
ろ
に
歩
き
出
し

て
」
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
が
東
京
の
都
市
空
間
を
歩
行
し
つ
づ
け
る
の

は
、
こ
う
し
た
不
特
定
の
大
衆
読
者
と
の
遭
遇
に
自
分
を
晒
す
こ
と
で
も

あ
り
、だ
か
ら
こ
そ
彼
は
「
薔
薇
色
の
壁
」
の
あ
る
カ
フ
ェ
ー
に
「
避
難
」

し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
大
衆
読
者
の
姿
を
含
め
て
、『
歯
車
』
に
時
代
の
転
換
が
意

識
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。「
一　

レ
エ
ン
・
コ

オ
ト
」
の
節
で
列
車
内
の
光
景
と
し
て
描
写
さ
れ
る
、
女
性
教
師
の
膝
の

上
に
乗
り
、「
可
愛
い
わ
ね
、
先
生
は
。
可
愛
い
目
を
し
て
ゐ
ら
つ
し
や

る
わ
ね
」
と
い
う
親
し
げ
な
言
葉
を
口
に
す
る
女
生
徒
の
姿
も
、
新
し
い

時
代
の
点
景
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
皮
肉
な
の
は
「
僕
」
が
必

ず
し
も
新
時
代
に
反
感
を
覚
え
る
人
間
で
は
な
く
、
結
婚
式
場
で
出
会
っ

た
漢
学
者
の
老
人
に
「
病
的
な
破
壊
慾
」
を
抱
く
よ
う
に
、
逆
に
硬
直

し
た
旧
時
代
的
な
価
値
観
に
対
し
て
攻
撃
的
で
あ
る
こ
と
だ
。
芥
川
自

身
も
、
自
分
を
否
定
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
し
て
「
作
品
の
中

に
石
炭
の
や
う
に
黒
光
り
の
す
る
詩
的
荘
厳
を
与
へ
る
も
の
は
畢
竟
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
魂
だ
け
で
あ
る
」（『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』『
改

造
』一
九
二
七
・
四
～
六
、八
）と
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
価
値
を
認
め
て
い
た
。

む
し
ろ
こ
う
し
た
異
質
な
新
し
い
価
値
を
認
め
う
る
知
的
な
許
容
力
が

芥
川
の
立
ち
位
置
を
危
う
く
し
て
い
た
。
私
小
説
が
作
者
の
内
的
な
「
危

機
」
を
表
現
に
よ
っ
て
定
位
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
す
る

形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
歯
車
』
は
明
ら
か
に
そ
の
範
疇
に
含
ま
れ
る

作
品
で
あ
る
。                    

　

確
か
に
『
歯
車
』
を
書
く
こ
と
は
生
活
者
と
し
て
の
芥
川
を
救
う
こ

と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
表
現
者
と
し
て
の
ひ
と
つ
の
自
己
像

を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
こ
こ
に
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
。
教
養

主
義
的
な
時
代
が
終
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
こ
こ
で

な
さ
れ
て
い
る
作
者
の
自
己
表
出
は
、
今
眺
め
た
『
神
曲
』
を
含
む
様
々

な
西
洋
古
典
と
の
連
携
の
な
か
で
な
さ
れ
て
お
り
、
教
養
主
義
の
破
綻
が

教
養
主
義
の
彩
り
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
構

造
を
こ
の
作
品
は
も
っ
て
い
る
。『
或
る
阿
呆
の
一
生
』（
遺
稿
、『
改
造
』

一
九
二
七
・
一
〇
）
に
現
れ
る
「
人
工
の
翼
」
と
し
て
も
象
ら
れ
て
い
る
、

自
己
を
表
現
者
へ
と
羽
ば
た
か
せ
る
と
同
時
に
衰
滅
へ
と
追
い
や
る
こ

と
に
な
る
知
的
教
養
の
両
義
性
は
、『
歯
車
』
の
「
六　

飛
行
機
」
の
節

で
「
僕
」
の
義
弟
が
語
る
「
高
空
の
空
気
ば
か
り
吸
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
か

ら
、
だ
ん
だ
ん
こ
の
地
面
の
上
の
空
気
に
堪
え
ら
れ
な
い
や
う
に
な
つ
て

し
ま
ふ
」
と
い
う
「
飛
行
機
病
」
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
病
」

が
西
洋
の
文
学
、
思
想
に
よ
っ
て
高
い
水
準
の
知
的
教
養
を
獲
得
す
る
こ

と
で
、
か
え
っ
て
世
俗
へ
の
適
応
力
を
低
減
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
の
比
喩

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
僕
」
が
都
市
空
間
を
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
姿
も
、
こ
の
「
僕
」
の
知

的
な
過
剰
さ
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
輪
郭
に
よ
っ
て

自
己
の
像
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
造
形
の
手
つ
き
が
明
瞭
で
あ
る
。『
歯

車
』
は
「
一　

レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
」
に
話
題
と
し
て
出
て
く
る
義
兄
の
西

川
豊
が
自
殺
し
た
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
一
月
六
日
か
ら
、「
五　

赤
光
」

に
記
さ
れ
る
『
河
童
』
を
脱
稿
す
る
二
月
一
三
日
ま
で
の
一
ヶ
月
余
り
を

時
間
的
な
舞
台
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
芥
川
は
保
険
金
詐
欺
の
疑
い
を

か
け
ら
れ
て
い
た
義
兄
の
自
殺
の
後
始
末
に
奔
走
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
。
け
れ
ど
も
『
歯
車
』
に
は
そ
う
し
た
「
僕
」
の
奔
走
す
る
姿
は
語

ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
身
体
的
統
合
を
失
調
し
つ
つ
さ
ま
よ
う
姿
の
描
出
に

力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
今
眺
め
た
よ
う
な
「
僕
」
の
輪

郭
が
明
確
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
虚
構
を
交
え
つ
つ
自
身
の
生
活
経
験
を
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語 る こ と で ひ と つ の 自 己 像 を 打 ち 出 し な が ら 、 そ こ に 包 摂 す る時 代 社 会 の 姿 が 前 景 化 さ れ る と い う 、 私 小 説 の 典 型 的 な 機 構 が認 め ら れ る 。 大 正 期 と い う

︿
私
﹀
の 時 代 を 生 き 、 技 巧 的 な 物 語

に 自 己 を 込 め つ づ け た 芥 川 は 、 最 後 に そ の

︿
私
﹀
が 破 産 す る 姿

を 描 く こ と に よ っ て 表 現 者 と し て の 自 己 を 刻 み つ け る こ と にな っ た 。 そ の ア イ ロ ニ ー に 、 内 的 な 「 危 機 」 を 表 象 す る こ と で生 み 出 さ れ て き た 私 小 説 の 極 限 的 な 形 を 見 る こ と も で き る ので あ る 。       註

1　
Ｉ  ・  日 地 谷 ＝ キ ル シ ュ ネ ラ イ ト 『 私 小 説

　
自 己 暴 露 の 形 式 』  （ 三 島 憲 一  ・

山 本 尤 ・ 鈴 木 直 ・ 相 澤 啓 一 訳 、 平 凡 社 、 一 九 九 二 、 原 著 は 一 九 八 一 ）  、 エド ワ ー ド ・ フ ァ ウ ラ ー 『 告 白 の レ ト リ ッ ク 』  （

Ed
ward 

Fo
wler, The 

Rhetoric of 

Confession: 
Shishosetsu in early t

wentieth-century Japanese 
fiction

, 
U
ni

versit
y 

of 

California 
Press,1988

）  。 も っ と も フ ァ ウ ラ ー は 葛 西 善 蔵 を 中 心 と し て 経 験 を

虚 構 化 す る 修 辞 的 表 現 に 作 家 の 個 性 を 見 出 し て お り 、 表 題 に 反 し て 私 小 説の ︿ 告 白 性 ﹀ を 相 対 化 し て い る 点 で は 、 本 論 の 立 場 に 近 い 。
2　
中 村 幸 彦 『 近 世 小 説 史 の 研 究 』  （ 桜 楓 社 、  一 九 六 一 ）  、  『 近 世 文 学 思 潮 攷 』

（ 岩 波 書 店 、 一 九 七 五 ） に よ る 。

3　
二 葉 亭 が 「 虚 相 」 や 「 意 」 と い う 用 語 に よ っ て 、 現 実 世 界 を 方 向 付 け

て い る 様 相 を 捉 え る こ と を 重 視 し て い る の は 、 七 節 で 言 及 し て い る 漱 石 が講 演 「 創 作 家 の 態 度 」  （ 於 ・ 東 京 、 一 九 〇 八 ） で 「 我 」 を 通 し て 「 非 我 」 とし て の 外 部 世 界 を 捉 え る と 語 っ て い る こ と と 照 応 し て い る 。  漱 石 が  『 文 学 論 』（ 大 倉 書 店 、 一 九 〇 七 ） な ど で 語 る 「 Ｆ 」 は 表 現 に お け る 観 念 的 焦 点 を 指 す

と と も に 、  「 非 我 」 の 焦 点 で も あ り 、 そ こ で 第 一 に 想 定 さ れ る 内 実 は や は り近 代 の 功 利 主 義 で あ っ た 。
4　
中 村 は こ の 著 作 で 「 人 の 性 質 を 写 す 」 こ と と 「 一 国 の 大 勢 を 描 く 」 こ

と が 一 体 で あ っ た こ と を 二 葉 亭 の 創 作 理 念 と し て 挙 げ て い る が 、 妥 当 な 把握 で あ ろ う 。 ち な み に こ の 重 な り は 夏 目 漱 石 の 創 作 理 念 と も 共 通 し て い る 。紙 数 の 都 合 も あ っ て こ こ で は 漱 石 に つ い て の 論 及 を 避 け た が 、 漱 石 も 功 利主 義 の 色 合 い を 強 め る 社 会 へ の 強 い 嫌 悪 感 を 持 つ 作 家 の 一 人 で あ り 、 そ れが 彼 の 自 我 の 基 底 を 形 成 し て い る 。 そ の 心 性 は 金 満 家 の 金 田 一 党 が 揶 揄 的に 描 出 さ れ る 『 吾 輩 は 猫 で あ る 』  （  『 ホ ト ト ギ ス 』 一 九 〇 五  ・  一 ～ 〇 六  ・  八 ）を は じ め と し て 『 二 百 十 日 』  （  『 中 央 公 論 』 一 九 〇 六  ・  一 〇 ）  『 野 分 』  （  『 ホ トト ギ ス 』 一 九 〇 七  ・  一 ） と い っ た 初 期 作 品 に 色 濃 く 現 れ て お り 、 と く に 豆 腐屋 の 男 に 「 華 族 と 金 持 」 へ の 嫌 悪 を 語 ら せ つ づ け る 『 二 百 十 日 』 な ど は 自身 の 心 性 を 露 わ に し た ︿ 私 小 説 ﹀ と し て 見 る こ と も で き る 。 け れ ど も 明 治四 〇 年 （ 一 九 〇 七 ） の 東 京 朝 日 新 聞 社 入 社 を 契 機 と し て 、 漱 石 は こ う し た自 己 の 心 性 の あ か ら さ ま な 表 白 を 抑 制 し 、 自 身 の 「 我 」 を 外 部 世 界 を 捉 える 起 点 と し て 位 置 づ け 直 す こ と に な る 。 朝 日 入 社 後 に お こ な わ れ た 講 演  「 創作 家 の 態 度 」  （ 於 ・ 東 京 、 一 九 〇 八  ・  二 ） で 語 ら れ る よ う に 、 自 己 の 価 値 観 、心 性 で あ る 「 我 」 を 通 し て 外 部 世 界 に 相 当 す る 「 非 我 」 を 表 現 す る と い う理 念 に 沿 っ た 創 作 が 漱 石 の 主 軸 を な す よ う に な る の で あ る 。 そ の 姿 勢 の もと で 、 近 代 の 趨 勢 と な る 物 質 至 上 的 な 功 利 主 義 に 加 え て 、 満 州 や 韓 国 ・ 朝鮮 に 版 図 を 拡 張 し て い く 帝 国 主 義 と い う 「 非 我 」 の 動 向 を 、 作 中 人 物 同 士の 関 係 に 託 し て 批 判 的 に 表 象 す る 作 品 が 晩 年 の 『 明 暗 』  （  『 東 京 ／ 大 阪 朝 日新 聞 』 一 九 一 六  ・  五 ～ 一 一 ） ま で 書 き 継 が れ て い く こ と に な る 。
5　
終 盤 の 美 登 利 の 変 貌 に つ い て は 主 に 「 初 潮 」 説 と 「 初 店 」 説 の 間 で 多

く の 議 論 が 重 ね ら れ て い る が 、 展 開 の 必 然 性 か ら 考 え れ ば 、 美 登 利 が 幻 想を 抱 い て い た 遊 女 と い う 職 業 の 現 実 に 触 れ る こ と で 幻 滅 を 味 わ わ さ れ た と
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考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
段
階
に
美
登
利
が
進
ん
だ
の
は
、
お
そ
ら
く

彼
女
の
身
体
が
初
潮
を
迎
え
る
こ
と
で
大
人
の
域
に
近
づ
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
両
者
の
説
は
前
者
が
後
者
を
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

6　

明
治
二
、三
十
年
代
に
は
他
に
辻
忠
郎
平
衛
『
立
身
虎
之
巻
』（
赤
川
孫
平
衛
、

一
八
九
〇
）、
渡
辺
修
二
郎
『
青
年
と
立
身
処
世
』（
大
学
館
、
一
九
〇
〇
）、
獲
麟
野
史

『
立
身
処
世
百
話
』（
東
新
堂
、
一
九
〇
二
）
な
ど
、
立
身
出
世
の
た
め
の
指
南
書
的
な

書
籍
が
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
評
論
家
の
山
路
愛
山
も
『
青
年
立
身
録
』（
民
友
社
、

一
九
〇
一
）
な
る
書
を
著
し
、
多
く
の
西
洋
の
偉
人
た
ち
の
行
跡
か
ら
立
身
出
世
の
智

恵
を
汲
み
取
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
総
じ
て
時
代
の
展
開
を
映
す
形
で
、
立
身
の
要

諦
が
上
位
の
人
間
に
誠
実
に
仕
え
る
と
い
っ
た
儒
教
的
な
姿
勢
の
重
視
か
ら
、
愛
山
の

書
に
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
主
独
立
の
才
覚
に
よ
っ
て
人
生
の
局
面
を
み
ず
か
ら
切

り
拓
く
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
。
な
お
立
身
出
世
の
社
会
的
文
脈
に
つ

い
て
は
竹
内
洋
『
立
身
出
世
主
義

︱
近
代
日
本
の
ロ
マ
ン
と
欲
望
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、
一
九
九
七
）
を
参
照
し
た
。

7　

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』（
一
九
四
六
）
で
述
べ
る
よ
う
に
、
作
家

は
現
実
世
界
を
修
辞
を
駆
使
し
た
「
比
喩
形
象
」
に
よ
っ
て
描
出
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
感
覚
的
な
鮮
明
さ
が
人
物
や
出
来
事
の
輪
郭
を

明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ウ
ェ
イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー
ス
は
こ
う
し

た
対
象
の
存
在
を
読
み
手
に
効
果
的
に
印
象
づ
け
る
修
辞
の
主
体
を
「
内
在
す
る
作
者
」

と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
自
律
性
を
重
ん
じ
て
い
る
（『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』

一
九
六
一
）。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
ブ
ー
ス
の
論
に
お
い
て
は
、
作
者
の
個
性
は
も
っ
ぱ

ら
人
物
や
出
来
事
を
読
み
手
に
鮮
明
に
印
象
づ
け
る
修
辞
的
な
技
巧
の
駆
使
に
現
れ
、

そ
の
技
巧
的
な
主
体
と
生
活
者
と
し
て
の
作
者
と
の
間
に
し
ば
し
ば
距
離
を
生
じ
さ
せ

る
と
さ
れ
る
。
私
小
説
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
修
辞
的
技
法
の
主
体
と
し
て
の
作
者
像

が
見
え
に
く
い
面
が
あ
る
も
の
、
や
は
り
明
確
に
存
在
し
て
い
る
。

8　

Ｍ
・
Ｈ
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
『
鏡
と
ラ
ン
プ
』（
水
之
江
有
一
訳
、
研
究
社
、

一
九
七
六
、
原
著
は
一
九
五
三
）。

10　

Ｋ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』（
大
久
保
和
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
〇
、
原
著
は
一
九
二
五
）。

11　

E. Fow
ler, The Rhetoric of Confession.

12　

Ｈ
・
Ｇ
・
シ
ェ
ン
ク
『
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
』（
生
松
敬
三
・
塚
本
明
子
訳
、
み
す

ず
書
房
、
一
九
七
五
、
原
著
は
一
九
六
六
）。

13　

一
条
孝
夫
は
『
大
江
健
三
郎
・
志
賀
直
哉
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

︱
虚
実
の
往
還
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
二
）
で
、『
城
の
崎
に
て
』
を
「
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト

レ
ス
障
害
）」
の
事
例
と
し
て
眺
め
、
風
が
な
い
は
ず
な
の
に
一
部
の
桑
の
葉
が
揺
れ
動

い
て
い
る
こ
と
に
強
く
感
応
す
る
よ
う
な
「
自
分
」
の
心
性
に
そ
の
現
れ
を
見
て
い
る
。

14　

Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』（
Ⅰ
、
久
米
博
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
七
、
原
著

は
一
九
八
三
）。

15　

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
『
告
白
』
の
引
用
は
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』（
中
央
公
論
社
世

界
の
名
著
14
、
山
田
晶
訳
、
一
九
七
〇
）
に
よ
る
。

16　

G
eorges G

usdorf, C
onditions and lim

its of autobiography, p. 39. In J.O
lney 

(Ed.), A
utobiography: Essays theoretical and critical, Princeton U

niversity Press, 

1980.

17　

私
小
説
と
古
典
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
健
吉
は
『
古
典
と
現
代
文
学
』

（
講
談
社
、
一
九
五
七
）
で
中
世
隠
者
文
学
と
の
連
関
を
指
摘
し
、
勝
又
浩
は
『
私
小
説

千
年
史
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
）
で
平
安
時
代
以
降
の
日
記
文
学
に
そ
の
淵
源
を
求

め
る
論
を
提
示
し
て
い
る
。
確
か
に
私
小
説
の
書
き
手
に
は
世
俗
世
界
に
距
離
を
取
ろ

う
と
す
る
姿
勢
が
明
確
に
あ
り
、
ま
た
日
記
文
学
を
特
徴
づ
け
る
日
常
の
些
事
へ
の
拘

泥
と
そ
の
細
密
な
叙
述
は
私
小
説
と
の
共
通
性
を
な
し
て
い
る
。
本
論
で
は
そ
れ
ら
と

は
異
質
な
観
点
か
ら
私
小
説
と
古
典
と
の
繋
が
り
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

18　

平
野
謙
は
『
疑
惑
』
に
よ
っ
て
「
わ
が
国
独
特
の
私
小
説
形
式
は
ほ
ぼ
完
璧
に
樹

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
（『
藝
術
と
実
生
活
』
前
出
）。



1 0 0

1 9　
平 野 謙 『 藝 術 と 実 生 活 』  （ 前 出 ）  。

2 0　
宇 野 浩 二 「  「 私 小 説 」 私 見 」  （  『 新 潮 』 一 九 二 五  ・  一 〇 ）  。

2 1　
鈴 木 貞 美 「

 ︿ 問 題 提 起 ﹀

一 九 一 〇 年 代 の 思 潮 と 「 生 命 」 の 氾 濫 」  （  『 文

芸 』 一 九 九 二  ・  一 ）  。 周 知 の よ う に 鈴 木 は 「 大 正 生 命 主 義 」 と い う 用 語 を 流布 さ せ た 中 心 的 な 研 究 者 で あ る 。 鈴 木 は こ こ で 永 井 潜 『 生 命 論 』  （ 落 陽 堂 、一 九 一 三 ）  、 小 酒 井 不 木 『 生 命 神 秘 論 』  （ 落 陽 堂 、 一 九 一 五 ） と い っ た 著 作を あ げ 、 こ う し た 生 命 主 義 の 展 開 に つ い て 「 工 業 化 、 国 家 主 義 の 肥 大 化 、都 会 化 、 要 す る に 近 代 化 の 進 展 に 対 す る リ ア ク シ ョ ン と し て 総 括 さ れ る 」と 述 べ て い る 。
2 2　
Ｉ ・ 日 地 谷 ＝ キ ル シ ュ ネ ラ イ ト は 『 私 小 説

　
自 己 暴 露 の 儀 式 』  （ 前 出 ）

で 『 伊 豆 の 踊 子 』 を 、 語 り 手 と 主 人 公 が 「  「 と も に 歩 む 」 語 り の 典 型 的 な 例で あ り 、 そ の 点 私 小 説 と 同 じ で あ る 」 と 規 定 し て い る 。
2 3　

R
o
y 

Starrs, 
Soundings in 

Ti
me: 

The 
fictive art 

of 
Ka

wabata 
Yasunari

, Ja
pa

n 

Library, 1978. 

こ こ で ス タ ー ズ は 『 伊 豆 の 踊 子 』 の 「 私 」 が 「 頂 点 」 と 「 谷 」

の 間 を 行 き 来 す る 感 情 の 波 の な か を 生 き て お り 、 旅 芸 人 と の 接 触 、 薫 と の交 わ り に よ っ て そ の 「 頂 点 」 に 達 し て い た と い う 見 方 を 示 し て い る 。
2 4　 『 歯 車 』 が 『 神 曲 』 に 触 発 さ れ た 面 が あ る こ と は 『 芥 川 龍 之 介 新 辞 典 』

（ 関 口 安 義 編 、 翰 林 書 房 、 二 〇 〇 三 ） に お け る 剣 持 武 彦 の 「 ダ ン テ 」 の 項 で指 摘 さ れ て い る 。 論 考 と し て は 丸 橋 由 美 子 「 芥 川 龍 之 介 「 歯 車 」

︱
︿ 地

獄 ﹀ に み る 外 国 文 学 の 影 響 と そ の 意 義

︱
そ の （ 二 ）  」  （  『 ノ ー ト ル ダ ム 清 心

女 子 大 学 紀 要 』  「 国 語 ・ 国 文 学 編 」 九 巻 一 号 、 一 九 八 五 ）  、 堀 竜 一 「 芥 川 龍之 介 と ダ ン テ 『 神 曲 』

︱
「 歯 車 」 に お け る 「 樹 木 に な つ た 魂 」 を め ぐ っ

て 」  （  『 キ リ ス ト 教 文 学 研 究 』 二 二 号 、  二 〇 〇 五 ） な ど が あ り 、  い ず れ も 「 僕 」が 辿 る 東 京 と い う 都 市 の  「 地 獄 」  と  『 神 曲 』  に お い て ダ ン テ が 経 験 す る 地 獄 、煉 獄 の 描 写 に お け る イ メ ー ジ 的 な 照 応 が 分 析 さ れ て い る が 、 ダ ン テ に と って の ウ ェ ル ギ リ ウ ス に 相 当 す る 、  「 僕 」 の 導 き 手 で あ っ た 漱 石 の 意 味 に つ い

て 考 察 し た 論 考 は な い よ う で あ る 。


