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二

葉

亭

四

迷

の

現

実

認

識

立

川

昭

二

郎

二
葉
亭
四
迷

に
日
本
に
お
け
る
近
代
文
学
、
写
実
主
義
の
成
立

を

見
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
既
に
相
当
以
前
か
ら
定
説

に
な

っ
て
い

(
註

一
)

る
。

し
か
し
、
そ
の
認
め
方
に
つ
い
て
は
様

々
の
立

場
が
あ
っ
て
必

ず

し
も

一
定
し
て
い
な
い
。
特

に
戦
後

に
は
自
由
な
立

場
か
ら
の
評

価
、
批
判
が
可
能
と
な
り
、
従

っ
て
四
迷
研
究
も
大
き
な

前
進
と
収

獲
を
得
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
認
め
方
も
積

極
的
、

消
極
的
、
肯
定
的
、
否
定
的

の
色
々
な
立
場
が
あ
り
ま
す
ま
す
複
雑

な
も
の
と
な

っ
て
来
て
い
る
。
私
は
こ
の
小
論

に
お

い
て
、
い
く
ら

か
で
も
四
迷
の
本
質
に
迫

る
た
め
に
、
四
迷
の
現
実
認
識
の
態
度
、

姿
勢

に
つ
い
て
の
解
明
を
、

「
浮
雲
」
と
彼

の
書
き
の
こ
し
た

感
想

文
な
ど
を
中
心
と
し
て
行

っ
て
見
よ
う
と
思
う
。
彼
が
ど

の
よ
う
な

態
度
、
姿
勢
で
当
時
の
現
実
を
把
握
し
た
の
か
、
又
当
時

の
現

実

に

対
し
て
彼
が
ど
の
よ
う
な
態
度
、
姿
勢

で
立
向

っ
た
か
を

明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
四
迷
の
評

価
、
批
判

の
問
題
に
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
四
迷

の
文
学

へ
の
接
近
と
認
識

の
問
題

で
あ
る
。
四
迷
の

文
学

へ
の
接
近
は
、
後

に
藤
村
や
花
袋
達

が
示
し
た
よ
う
な

意
味
に

お
い
て
は
決
し
て
積
極
的
で
は
な
い
。
彼

が
文
学
青
年
と

し
て
で
は

な
く
、
政
治
青
年
と
し
て
そ

の
青
年
時
代
を
出
発

し
て
い
る
こ
と
は

常

に
指
摘

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う

し
た
立
場
か
ら
の
外
国
語
学

校
時
代
の
文
学
認
識
が
、
当
時

の
他

の
作
家
達

に
比

較

し
て
如
何
に

異

っ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
上
す
ぐ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た

か
に
つ
い
て

(註
二
)

は
、
早
く
中
村
光
夫
氏
の
述

べ
て
い
る
と

こ

ろ

で

あ

る
。
が
し
か

し
、
問
題
は
彼
の
そ
う
し
た
文
学
認
識
の
内
容
で
あ
る
。

…

(前
略
)
…
そ
れ
が
始
め
は
文
学

に
入
ら
な
い
で
、

先
づ
社
会

主
義
に
入
つ
て
来
た
。

(中
略
)
で
、
社
会
主

義

と

い

ふ

こ
と

は
、
実
社
会
に
対
す
る
態
度
を
い
ふ
の
だ
が
、
同
時

に
ま

た
、

一

方
に
お
い
て
、
人
生
に
対
す
る
態
度
、
乃
至
は
人
間

の
運

命
と
か

何
と
か
彼
と
か
い
ふ
哲
学
的
趣
味
も
起

つ
て
来
た
。
が
、
最

初
の



頃

は
純
粋
に
哲
学
的
で
は
無
か
つ
た
ー

寧
ろ
文

明
批
評
と
で
も

い

ふ

や
う

な

も

の

で

、
そ

れ

が

一
方

に
在

る
。

そ

し

て

、
現

世

の

組

織

、

制

度

に
対

し

て

は
社

会

主

義

が

他

方

に

在

る
。

と

、

ま

あ

、

源

は

一
つ
だ

け

れ
ど

も

、

こ
ん

な
風

に
別

れ

て

来

て

ゐ

た
ん

だ

。

(
「
予

が

半

生

の
餓

悔

」
)

今
彼
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
す
る
必

要
は
な

嬢
涜
・
注
意
す
べ
き
は
・

「最
初
の
頃
は
純
粋

に
哲
学

的
で
は
な
か

つ
た
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
即
ち
、
四
迷

は
政
治

青
年
ら
し
く
彼

が

ロ
シ
ア
女
学
を
通

し
て
学
ん
だ
も
の
は
、

「
ロ
シ
ア
の
交

学
者
が

(
註
四
)

取
扱

ふ
問
題
、
即
ち
社
会
現
象
」
で
あ
り
、

「
現

世

の
組

織
、
制

度
」

に
対
す
る
関
心
で
あ

っ
た
。
彼
が
、

「
作
家
苦
心
談
」
の

中
で

「
浮
雲
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
言
葉

の
中
に
略
同

様

な
関
心
の
示
し
方
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
。

或

は
彼
の
中
心
に
な
ッ
て
る
思
想
は
、
自
分
が
露
西
亜
小

説
を
読

ん

で
、
露
西
亜
の
官
吏
が
ひ
ど
く
嫌
ひ
で
あ
ッ
た
。
其

の
感
情
を

日
本
の
に
応
用
し
た
の
で
あ
ッ
た
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

,

大
切
な
の
は

「
最
初
の
頃
は
純
粋
に
哲
学
的
で
は
無
か

つ
た
」
と

い
う
の
は
後

に

「
文
明
批
評
」

「
現
世
の
組
織
、
制
度
」
に
対
す
る

興
昧
の
態
度
が
、

「純
粋
に
哲
学
的
」
な
も
の
　

い
わ

ば
彼
の
苦

=
伽
(

悩

の

仕

方

が

、

抽

象

的

、

人

生

派

的

な

も

の

と

な

っ
た

と

い
う

こ

伴

で

あ

る
。

ヂ
レ
ン
マ
!

ヂ
レ
ン
マ
!

こ
い
つ
で
ま
た
幾
ら
苦
め
ら
れ

た

か
知
れ
ん
。
こ
れ
が
尺
生
観
に
つ
い
て
の
苫
悶
を
呼

起
し
た
大
動

機
に
な

つ
て
る
ん
だ
。
即
ち
こ
ん
な
苦
痛

の
中
に
住
ん
で
ゝ
、
人

生
は
ど
う
な
る
だ
ら
う
、

人
生
の
目
的

は
何
だ
ら
う
な
ぞ
と
い
ふ

闘
題

に
、
思
想
上

か

ら
自
然

に
走
つ
て
ゆ
く
。
実

に
苦
し
い
。
従

っ
て
ゆ

つ
く
り
と
其
問

題
を
研
究
す
る
絵
裕
が
な
く
、
た
ご
断
腸

の
思
ば
か
り
し
て
ゐ

た
。
腹

に
拠
る
所

が
な
い
、
た
ゞ
苦
痛
を
免

れ
ん
為
の
人
生
問
題
研
究
で
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
隙
が
あ
っ
て
道

楽
に
人
生
を
研
究

す
る
ん
で
な
く
て
、
苦
悶
し
な
が
ら
遣

っ
て
ゐ

た
ん
だ
。
私
が
盛
に
哲
学
書
を
猟

つ
た
の
も
此
時
で
、
基
督
教
を

硯
き
、
仏
典
を

調
べ
、
神
学
ま
で
も
手

を
出
し
た
の
も
、
ま
た
此

蒔
だ
。

(
「
予
が
半
生
の
餓
悔
」
)

こ
の
文
章
か
ら
推
察
出
来
る
こ
と
は
、
四
迷
の
こ
う
し
た
苦
悩

は

い
た
ま
し
い
ほ
ど
真
摯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
か

に
彼
が

自
己
に
忠
実

に
人
生
を
追
求
し
て
い
っ
た
か
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
苦
悶
が
ナ
ヰ
ー
ヴ
で
真
摯

で
あ
れ
ば
あ
る
だ

け
、
彼

の
態
度
は
自
己
の
苦
悶
を
客
観
的
、
社
会
的

に
見
て
、
そ
の
意
味
　

1
自
己
の
苫
悶
を
し
て
苫
悶
た
ら
し
め
る
客
観
的
な
意
味

を
見
出
す



と
い
う
態
度
と
は
縁
遠

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
の
で

は
な
か

ろ
う
か
。
彼
の
人
生
追
求
は
、
当
時
の
日
本
の
現

実
、
彼
を

と
り
ま

い
て
い
た
周
囲
の
現
実
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
媒
介
な

所
で
、

抽
象
的
、
個
人
的
な
場
で
問
題

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
彼
の
苦
悩
の
深
ま
り
は
、

「
予
が

半

生
・の
餓

悔
」
に
よ
る
と
、

「
浮
雲

」
製
作
中
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

「
寧

ろ
、叉

明
批
評
と
で
も
い
ふ
や
う
な
も
の
」
と
か

「
現
世
の
組
織
、
制
度
に

対
し
て
…
…
」
と
い
っ
た
表
現
の
略
つ
重
大
な
意
味
そ
の
も

の
が
、

ど
れ
だ
け
は
っ
き
り
と
四
迷

に
意
識

さ
れ
て
い
た
の
か
疑

問
で
あ
る

と
い
え

る
。
四
迷
が
、
石
シ

ア
文
学
か
ら
学
ん
だ
現

実

批

判

の
態

度
、
そ

し
て
夕
学
観
が
、

一
体
ど
れ
だ
け
四
迷
の
人
間
形
成

に
影

を

落
し
て
い
る
か
、
又
ど
れ
ほ
ど
日
本
の
現
実
を
す
く
い
上
げ
る
こ

と

が
出
来

た
か
i

彼
の
現
実
認
識
の
不
透
明
さ
が
、
そ
れ

だ
け

「
浮

雲

」

の
不

透

明

さ

と

な

っ
て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

「
ベ

ー

ソ

ン

ス

(
註
五
)

キ
「

の
批
評
文
な
ど
を
愛
読
し
て
」

「
日
本
女
明
の
裏
面

を
描
き
出

(
註
六
)

し
て
や
ら
う
と
云

ふ
様
な
意
気
込
み
」
で
書
か
れ
た

「
浮
雲
」
に
お

い
て
、
作
者
四
迷
の
現
実
批
判
が
、
時
と
し
て
す
る
ど
い
批

判
を
持

(
註
七
)

ち

な
が

ら

も

、
そ

れ
が

三
篇

に
も

な

っ
て
来

る
と

全

く

薄

弱

な

も

の

(
註
八
)

と

な

っ
て

い
る

こ
と

は

否

定

出

来

な

い
。

こ

の

「
日

本

文

明

の
裏

面

を
描

き
出

し

て

や

ら

う
し

と

い
う

す

ぐ

れ

た
意

図

を

、

不

透

明

、
屈

折

し

た

も

の

と

し

て
終

ら

せ

て

し

ま

っ

た

も

の

、

「
浮
雲

」

の
近

代

性

に

マ
イ

ナ

ス

の
面

で

働

い

た

も

の

に
、
こ
う
し
た
彼
の
現
実
認
識
の
姿
勢
以
外

に
、
も
う

一
つ
の
姿
勢

と
し
て
、
四
迷
の
儒
教
的
、
志
士
的
、
武
士
道
的
な
ス
ト
イ

シ
ズ

ム

が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
迷
の
内
面

は
そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
形
で

存
在
さ
せ
た
処
の
当
時
の
日
本
の
現
実
ー

自
由
民
権
運
動
や

、
上

か
ら
の
明
治
絶
対
主
義
政
府
に
よ
る
近
代
化

と
決
し
て
無

縁
で
は
な

い
。
明
治
十
年
代
の
醗
訳
小
説
に
続
く
政
治
小
説
の
時
期

は
、
そ
れ

等
の
小
説
の
多
く
は
文
学
的
に
は
未
成
熟
で
あ
り
、

い
た
ず
ら
に
架

空
の
物
語
的
要
素
が
強
く
、
人
間
的
な
自
我

は
ほ
と
ん
ど
姿

を
見
せ

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
従

っ
て
こ
れ
等
の
小

説
に
活

躍
す
る
主
人
公

達
は
単
な
る
梶
縄
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
・ヌ
学
的
な

共
鳴

を
読
者

に
与
え
よ
う
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
そ
れ
と
し

て
、
当
時
の
政
治

の
問
題
を
文
学
と
の
関
連

に
お
い
て
内
省

し
得
な

か

っ
た
程
の

一
般
状
勢
の
中
に
お
い
て
は
、

一
庵
の
歴
史
的
な
役
割

は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
文
学
青
年

以
前

の
当
時

の
有
為
な

政
治
青
年
達

に
と

っ
て
は
、
彼
等

の
血
を
湧
か
せ
肉
を
躍
ら

せ
て
共

鳴
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち

、
彼
等
は

日
本
の
将
来
庖
夢
み
る
若
々
し
い
情
熱
家
で
あ
り
、
描
き

上
げ
る

ユ

ー
ト
ピ
ア
に
自
己
の
情
熱
を
賭
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
で
之
等

青
年
達
の
情
熱
を

一
番
深
い
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
た
も
の
は
、

そ
れ

は
国
士
的
、
儒
教
的
、
武
士
道
的
な
ス
ト
イ

ッ
ク

な

そ

れ

で
あ
っ

た
。
四
迷
も
や
は
り

こ
う
し
た
環
境
の
中
で
の
自
己
形

成
を
経
験
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
は
上
か
ら
の
近
代
化
を
遂
行
し
た



明
治
政
府
の
官
僚
、
軍
人
達
の
支
柱
で
も
あ

っ
た
。
更

に
下
か

ら
の

近
代
化
と
し
て
の
自
由
民
権
運
動
の
末
尾
を
飾

っ
た
、
例
の
福
島
事

件
、
群
馬
事
件
、
高
田
事
件
等

に
示
さ
れ
た
政
治
意

識
も
、
そ
れ
が

広
汎

な

一
般
大
衆
の
政
治
的
情
熱
ど
し
て
意
識
さ
れ
る
に
は
、

未
だ

大
き
な
距
離
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
由
民

権
運
動
に
示
さ

れ
た
政

治
的
情
熱
が
　

そ
れ
が
多
分
に
不
純
な
爽
雑
物

を
含
ん
で

い
た

に
し
ろ
　

消
滅
し
、
そ
れ
が
や
が
て
文
学
的
情
熱
と

し
て
現

実
の
中
に
定
着
し
、
日
本
近
代
化
の

一
翼
を
担
う
な
ど
と
い

う
こ
と

は
相
当

至
難
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た

一
般
状

勢
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
北
村
透
谷
を
経
て
、
藤
村

や
花

袋
の
中
に
開

花
し
た
時

に
は
、
そ
の
文
学
的
情
熱
は
政
治
的
現
実
を
切
り

捨
て
た

所
で
開
花
し
た
あ
だ
花
で
し
か
な
く
、
片
端
な
も
の
で

あ

っ
た
。
四

(註
九
)

迷
の
場
合
は
そ
の
間

に
あ
っ
て
、

「
宗
教
的
傾
向
、
哲
学
的
傾

向
」

の
強

い
人
生
追
求
者

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
こ
の

傾
向

の
上
に
立

っ
て
、
自
然
主
義
作
家
達
の
女
学
的
情
熱

の
批
判

者
で
す

ら
あ

っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
四
迷
の
儒
教
的
、
武
士

道
的
気

質
は
前

述
し
た
よ
う
な

一
般
状
勢
の
申
で
理
解
さ
る

べ
き

で

あ

ろ

う
。私

が
ず

つ
と
子
供
の
時
分
か
ら
も

つ
て
ゐ
た
思
想
の
傾

向
　

維

新

の
志
士
肌
と
も
い
ふ
べ
き
傾
向
が
、
頭
を
拾
げ

出
し
て
来
て
、

即
ち

、
慷
慨
愛
国
と
い
ふ
や
う
な
輿
論
と
、
私
の
そ
ん
な

思
想
と

が
ぶ
つ
か
り
合

つ
て
…
…
。

「
予
が
半
生

の
餓
悔
」

と
い
う
言
葉
の
中
に
、
当
時
彼
が
置
か
れ
て
い
た
場
を
明
瞭

に
読

み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
叉
四
迷
は
同
じ

「
予
が
半
生
の
餓

悔
」
の

中
で
、

「
私
は
当
時

『
正
直
』
の
二
字
を
理
想
と
し
て
、
傭
仰
天

地

に
慌
ぢ
ざ
る
生
活
を
し
た
い
と
い
ふ
考

へ
を

有

つ

て

ゐ

た
。
」
と

云
い
、
こ
の

「
正
直
」
な
る
思
想
は
外
な
ら
ぬ
儒
教
の
感

化
で
あ
る

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立

っ
て
の
現
実
認

識
が
、

当
時
の
日
本
の
お
か
れ
た
複
雑
な
現
実
の
実
体
を
積
極
的
に
把
握

す

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

模
擬
し
た

っ
て
到
底
だ
め
だ
。
モ
ー
パ

ッ
サ
ン
が

深
刻
だ
と
言

つ

て
真
似
て
見
た

つ
て
然
う
は
ゆ
か
な
い
、

ツ
ル
ゲ
ネ
フ
、
ト

ル
ス

ト
ノ
・を
真
似
た
つ
て
矢
張
だ
め
だ
。
そ
れ
は
国

民

性

に
無

い
事

だ
。
そ
れ
を
無
暗
に
大
騒
ぎ
を
し
て
彼
方

の
を
模
擬
す
る
は
愚
か

な
話
だ
。
そ
れ
よ
り
も
日
本
人
は
国
民
性

の
特

色
を
発
揮

し
て
、

別
に

一
生
面
を
開
い
て
行
つ
た
方
が

い
い
ぢ
や
な
い
か
。

実
感
の

上
か
ら
日
本
人
の
事
を
考

へ
て
来
れ
ば
免
う
思

は

ね

ば

な

ら
な

い
。
即
ち
動
的
の
長
所

に
よ

つ
て
文
芸
の
上
に
も
新

ら
し
い
方
面

が
開
け
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
日
本

夕
芸
の
真

正
の
進
路
で
は
な
い
か
。

「
交
壇
を
警
醒
す
」



と

い
う
よ
う
な
当
時
の
似
非
近
代
化

に
容
易

に
ま
き
込
ま

れ
や
す

い
場
で
の
発
言
も
、
な
ん
の
抵
抗
感
も
な

く
出
て
来
る
と
い
う
こ
と

に
な

る
の
だ
。
こ
う
し
た
限
り
に
お
い
て
彼
は
典
型
的
な
明
治

の
教

養
人

の

一
人
で
あ
り
、
彼
の
少
年
時
代
か
ら
血
液
の
中

に
流
れ
て
い

(註
=
)

る
、
武
士
的
、
儒
教
的
倫
理
観
は
た
や
す
く
清
算

し
得

る
も
の
で
も

な
い
。

旧
思
想
の
根
抵
は
申
々
深
い
も
の
で
す
か
ら
ね
、
新

思
想
が
こ
れ

に
調
和
し
た
上
で
な
く
て
は
漣
も
勢
力
は
な

か

ら

う

と

思
ひ
ま

す
。
新
思
想
の
中
で
も
夕
蔵
の
や
う
な
の
は
進
ん
で

ゐ
る
に
は
相

違

あ
り
ま
せ
ん
、
が
矢
張
多
数
で
あ
ッ
て
、
而
も
現
時

の
日
本
に

.
立

つ
て
成
功
も
し
、
勢
も
あ
る
の
は
、
昇

一
流
の
人
物

だ
ら
う
と

考

へ
た
の
で
す
よ
…
…

(
「
作
家
苦
心
談
」
)

と

い
う
彼

の
内
情

は
、

「
浮
雲
」
の
人
物
は
文
三
も
昇
も
お
勢
も

(
註

一
二
蜘

み
な
自
分
か
ら
出
た
人
間
だ
、
と
横
山
源
之
助
に
四
迷
が
語

っ
た
と

い
う
言
葉
と
考
え
合
せ
た
場
合
、
作
者
四
迷
自
身
の
中
に
昇
を
強
く

否
定

し
て
し
ま
う
内
面
の
強
き

を
持

っ
て
い
な
か
つ
た
こ
と

を
我

々

に
示

す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
三
が
、
イ
ン
テ
リ
小

市
民
の

直
面

し
て
い
る
現
実
の
意
味
の
重
大
さ
を
」
歴
史
的
、
社
会
的
に
追

求

し
見
究
め
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
内

面
の
弱

さ
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
三
の
昇
の
官
僚

主
義
に
対

つ

ち
や
く

ゆ

す
る
抵
抗
も
、

「
今
更
手
を
杖

い
て

一
着

を
輸
す
る
事
は
、
文
三
に

(註

一
三
)

は
死
し
て
も
出
来
ぬ
。
」
と
い
う
よ
う
な
古
風
な
意
地
で
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
浮
雲
」
に

一
貫

し
た

テ
ー

マ
が

あ

る

と

寸
れ

ば
、
文
三
に
与
え
ら
れ
て
い
る

「
正
直
」

と
い
う
思
想

で
あ
り
、
そ

の

「
正
直
」
と
い
う

「
理
想
し
は
外
な
ら

ぬ

「
儒
教
」

に
よ

っ
て
養

(
註

一
四
)

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
つ
の
抽
象
的

な

「
タ
イ
プ
」
で

あ
る
夕

三
に
四
迷
は

「
正
直
し
と
い
う

「
理
想
」

を
与
え
、
そ
の
文

三
が
現

実
の
中
で
生
き
て
ゆ
き
な
が
ら
　

昇
や
お
政
や
お
勢
や
母

と
の
交

渉
の
申
で
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
人
間
性
を
持
ち
得
る
か

と
い
う

の
が
、
こ
の

「
浮
雲
」
で
あ
ろ
う
。
と
す

れ
ば

、

こ
う

し

た

「
正

直
」
を

「
理
想
」
と
す
る
文
三
が
、
い
か

に
人
間
的

に
成

長
し
て
い

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
客
観
的
な
積
極
的
認
識
に
到

達
す
る
こ
と

は
出
来
ず
、
文
三
の
現
実
　

昇
や
お
政

や
お
勢
や

母
　

と
の
交

(註

一
五
)

渉
が
、
文
三
の
心
理
的
な
個
人
の
内
部
に
沈
潜
し
て
行
壱
、
そ

こ
か

ら
抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
遂
に
は
敗
北

に
終
る
と
い
う

こ
と
に

な
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

又
四
迷
が

一
生
持
ち
続

け
た
懐
疑
や
苦
悩

は
、
そ
れ
が
観

念
の
場

で
行
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
も
と
も
と
解
決
出
来
そ
う

に
も
な
い

程
原
理
的
、
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
書

き
の
こ
し

た
も
の
　

「
私
は
懐
疑
派
だ
」
、

「
予

が

半

生

の
餓
悔
」

「
雑

(註

一
六
)

談
」
等
を
読
め
ば
充
分

に
読
取

る
こ
と
が
出
来

る
。
彼

の
苦

悶
は
何

よ
り
も
現
実
と
の
具
体
的
な
接
触
の
場
で
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か



っ
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
四
迷
は
ロ
シ
ア
文
学
か
ら
折
角
現
実
批
判

の
眼
を
学
び

な
が
ら
、
日
本

の
現
実
を
底
か

ら
す
く
い
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ず
、

「
日
本
文
明

の
裏
面
を
描
き
出
し
て
や
ら
う

」
と
い
う
正
し
い
意
図

(
註
七
)

を
示
し
な
が
ら
も
、

「
浮
雲
」
は

「文
三
の
個
人
的
な
内

部
し
に
沈

潜
し
て
し
ま

っ
た
。
四
迷
が

「作
家
苫
心
談
」
の

中

で
述

べ

て
い

る
、

「
『
浮
雲
』
に
は

一
貫

し
て
ゐ
る
思
想
と
い
ふ
程

の
も
の
は
あ

り
ま

せ
ん
。
」
と
か
、

「新
旧
両
思
想
の
衝
突
之
い
ふ
こ

と
も
、
ガ

く
づ

ン
チ

ャ
ロ
ッ
フ
が
名
著

『
頽
れ
岸
』
の
中
に
、
よ
く
か
い
て
あ
る
の

を
見

て
、
日
本

へ
応
用
し
て
見
た
の
で
す
。

『
浮
雲
』
は
す
つ

か
り

真
似

た
も
の
で
す
よ
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま

「
正

直
」
な

告
白

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
浮
雲
」
は
四
迷
が
当
時

の
日
本

の
現

実
批
判

の
中
か
ら
必
然
的
な
モ
ー
メ
ン
ト
を
さ
ぐ
り
当
て
て
製

作
し

た
も

の
で
は
な
く
、

ロ
シ
ア
文
学
の
単
に
偶
然
的
、
個
人
的
な
移
植

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な

い
だ

ろ

う

か
。
と
す
れ

ば
、

「
浮
雲
」

の
近
代
性

は
、
四
迷

の
現
実
認
識

に
求
め
ら
れ
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
か
え

っ
て
そ
の
現
実
認
識
を
、
そ
の
よ

う
に
あ
ら
し

め
た
所
の
人
生
派
的
な
姿
勢
-

異
常
な
真
摯
さ
で
人
生
追
求
を
行

っ
た
そ

の

ナ
イ

ー
ヴ

な

、
無

類

な
自

己

へ

の
誠

実

さ

の
中

に
、

求

め

ら

れ

る

べ

き

で

あ

る

よ

う

に
思
わ

れ

る
。

こ

の

こ

と

に
つ

い
て

は
又
他

日

を
期

し
た

い
と

思

う

。

註

一

四
迷
の
研

究
が
本
格

的

に
な

っ
た
二
葉
亭
四
迷
全
集

の
第

二
回
の
発
刊

(
昭
和
十

二
年
、
全
八
巻
、
岩
波
書
店

)
の
頃
、
即
ち
、
中
村
光
夫
氏

の

批
評
頃
。

註

二

昭
和
十

一
年

「
二
葉
亭

四
迷
論
」
河
出
文
庫

「
二
葉
亭
四
迷
」
所
収

の

「生

涯
と
芸
術

」
の
46
～
50
。

P

P

註
三

「
予

が
半
生

の
餓
悔
」

の
中
で
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「勿

論
、
社
会
主
義
と

い

っ
た
と

こ
ろ
で
、
当
時
は
大
真
面
目

で
あ
つ
た

の
だ
が
、
今
考

へ
る
と
、
頗
る
幼

稚
な
も
の
だ

つ
た
の
だ

。
例

へ
ば
、
政

府

の
施

政
が
気

に
喰

は
な
ん
だ
り
、
親

達

の
千

渉
を
う
る
さ

が

つ
た
り
、

無

暗

に
自
由

々
々
と
絶
叫

し
た
り
　

ま
　

づ

べ
て
の
調
子
が

こ
ん
な
風

で
あ
つ
た

か
ら
…
…
…
」
。

註
四

「
予
が
半
生

の
餓
悔
し
。

註
五

右

と
同

じ
。

註
六

右
と
同

じ
。

註
七

「
浮
雲
」

「
第

二
回
風
変
り
な
恋
の
初
峯
入

・
上
」

の
中

で
、
文
三
が

始

め
て
某
省

に
就
職
し
た
時
の
感
慨

を

「
ア

・
曽

て
身

の
油

に
根
気

の
心

ひ
た

ね

が
く
り
を

こ
ん

は
か

を
浸
し
、
眠

い
眼
を
睡
ず

し
て
得

た
学
力

を
、
斯
様
な
果
敢
な

い
馬
鹿
気

'O

た
事

に
使

ふ
の
か
と
思

へ
ば
悲

し
く
情
な
く
…
」
。
と

い
う
よ
う

に
も
ら

し
、
又
、

「
第
九
回
す
わ
ら

ぬ
肚
」

の
中

で
、
昇

の
官
僚
主
義
を

「蟻

と

も
蝶
と
も
糞
中

の
蛆
と
も
云
ひ
や
う
の
な

い
人
非
人
、
利

の
為

め

に
な
ら

な

.

ば
人
糞

を
さ

へ
嘗
め
か
ね
ぬ
廉
阯
知

ら
ず
」
と
批
判
し
て
い
る
。
等

そ
の

他

二
、

三
指
摘
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

註
八

一
、
二
篇

で
の
四
迷

の
人
間
造

型
の
意
慾

は
旺

盛

で

あ

り

、
文

三
、

9



昇
、
お
政
、
お
勢

等
夫

々
の
会
話
を
通
し

て

「
タ

イ
プ
」

は
客
観
的

に
ヴ

イ
ヴ

イ
ッ
ト

に
描

か
れ
て
、
官
尊
民
卑
、
官
僚
制
度

へ
の
批
判
も
不
充
分

な
が
ら
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
三
篇

に
な
る
と
こ
れ
等

は
全
く
文

三
個
人
の
心
理
の
中

に
沈
ん
で
し
ま

う
。
又

二
篇

に
は
お
勢
の
競
争
相
手

と
し
て
の
課

長
の
妹

や
、
文

三
の
故
郷

の
親
戚
の
娘
な
ゼ
が
現
れ
て
来
る

の
で
あ
る
が
、
之
等
の
人
物

は
三
篇

が
中
途

で
放
棄
さ
れ
る
ま
で
、
筋

の

発
展

の
上

に
重
要

な
役
割
を
振
当
て
ら
れ
る

べ
き

で
あ
る

に
も
拘

ら
ず
、

殆

ん
ど
登
場

し
て
来
ず
、

シ
チ

ュ
エ
ー

シ

ョ
ン
の
上

に
も
破
綻
が
来

て
い

る
。

註

九

「予

が
半
生

の
餓
梅
」
。

註
　

四
迷

は

「
私

は
懐
疑
派
だ
」

の
中
で

、
自
然
主
義
作
家

達
を
次
の
よ
う

に
批
判

し
て

い
る
。

「
今

の
文
学
者
な
ど
殊

に
西

洋
の
影
響
を
受

け
て
、
.

い
き

な
り
文
学

は
有
難

い
も
の
と
し
て
担
ぎ
廻

っ
て
居
る
。
こ
れ
ぢ
や
未

だ
'
～

途
中
だ
。
何

に
し
て
も

、
文
学
を
尊

ぶ
気

風
を

一
旦
壊

し
て
見

る

ル
ー
イ

ン
ス

ん
だ

ね
。
す

る
と
其
敗
滅

の
上

に
築

か
れ
て
来
る
文
学

に
対
す
る
態
度

は

「
文
学
も
悪

く
は
な

い
な

!
』
ぐ

ら
ゐ
な
処

に
な
る
。

…
」

註
=

「私
が
ず
つ
と
子
供
の
時
分
か
ら
も
つ
て
ゐ
た
思
想
の
傾
向
-

維
新

の
志
士
肌
と
も

い
ふ
べ
き
傾
向
」
と

い
う

「
予
が
半
生

の
餓
悔
」
の
申

の

言
葉

は
既

に
引
用
し
て

い
る
が

、
稲
垣
達
郎
氏
の

「文
学

革
命

と
二
葉
亭

四
迷
」

(岩

波
講
座

「
文
学
」
4
所

収
)
に
よ

る
と

、
四
迷
は
、
か
ぞ
え

年
十

二
才

か
ら
十
五
才

の
感
じ

や
す

い
時
期

に
、
松

江
の
市
村
友
輔

の
相

長
舎

で
内

「
五
経
」

「
十
八
史
略
」

「文

章
軌
範
」

「
日
本

政
記
」

な
ど

の
素
読

や

「
古
文
真
宝
」

「
左
氏
伝
」

「
新
論
」

や

「
弘
道
館
述
義
」

な

ど
を
聴
講
し
て

い
る
。

註

三

「
二
葉
亭

四
迷
全
集
」
昭
和

二
十
八
年
岩

波
書
店

「
二
葉
亭
塑
、内
」

の

中
の
中
村
光
夫
氏

の

「生

涯
と
作
品
」
。

註
一
三

「
第
十

一
回
取
付
く
島
」
の
中

。

註

西

「
予
が
半
生

の
餓
悔
」

に
次

の
よ

う
に
述

べ
て
い
る
。

「
『浮
雲

』

に

は

モ
デ

ル
が
あ
つ
た
か
と

い
ふ
の
か
?

そ

れ
は
無

い
ぢ
や
な
い
が
、

モ

デ

ル
は
ほ
ん

の
参

考
で
、
引
写

し
に
は
せ
ん
。

い
き
な
り

モ
デ

ル
を
見
附

け
て

こ
い
つ
は
面
白

い
と

い
ふ
や
う
な
の
で
は
勿
論
無

い
。
さ
う
ぢ

や
な

く
て

、
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

つ
て
ゐ
て

、
そ
れ
を
具
体
化

し
て
行
く

に
は
、
ど
う

い
ふ
風

の
形
を
取

つ
た
ら
よ
か
ら
う
か
。
と

い
う
ー

工
夫

を
す

る
場
合

に
、
誰

か
ね

か
蝕
所
で
会

つ
た
人
と

か
、
自
分

の
豫
て
知

っ
て

る
者

と
か
の
中
で

、
梢

々
自
分

の
有

つ
て
る
抽
象
的
観
念

に
脈

の
通

ふ
や
う
な
人

が

あ

る

も

の

だ
。
す

る
と
そ
の
人
を
先

づ
土
台

に
し
て
タ

イ
プ

に
仕
上
げ

る
。
」

註

蓋

稲
垣
達
郎
氏

は

「文
学
革
命
と

二
葉
亭
四
迷
」

の
中
で
、
文

三
の

「
複

雑
な
破

滅
型

の
人
間

は
よ
く
造

型
さ

れ
て

い
な
が
ら

、
か
れ
を
通

し
て
、

か
れ
を
複
雑

に
し
、
破
滅

に
み
ち
び
く
諸
条
件
i

ー
と
り

わ
け
官
僚
機
構

な
ど

へ
の
批
判
を
き
び
し
く
す

る
た
め
の
も

の
に
し
て
は
、
文

三
の
梱
人

的

な
内
部

へ
沈
み
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が

あ

つ
た
」

こ
と
を
指
摘

し
て
、
や
は

り
現
実
把
握

の
不
徹
底
さ
を

つ
い
て

い
る
。

註

一六

「
雑
談
」

の
中
の

一
例
を
あ
げ

る
と
次

の
如
き
も

の
で
あ
る
。

「
天
性
深
く
物

に
感
ず

る
方
で
あ
る
か
ら
、
随

つ
て
深
く
考

へ
入

る

(中

略

)
深

く
考

へ
れ
ば
考

へ
る
ほ
ど
分

ら
な
く
な
る
。
人
は
何

の
為

に
此

世

・

へ
生
れ
た
も
の
か
、
人
生

の
意

味
は
如
何

で
あ
る

か
、

こ
れ
さ

へ
分

れ
ば

如
何
な
る
苦
辛

に
も
耐

へ
よ
う
と
思

ふ
が
。
」

(
傍
点
筆
者

)

註

モ

註
15

・
参
照
。


