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《
紹
介
》重

松
泰
雄

編

『
原
景
と
写
像

近
代
日
本
文
学
論
孜
」原

武

哲

昨
春
、
九
州
大
学
を
御
勇
退
に
な
っ
た
福
岡
大
学
教
授
重
松
泰
雄
先
生
の
御

退
官
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た

『原
景
と
写
像
=

近
代
日
本
文
学
論
孜
』
は
、

重
松
先
生
御
自
身
と
先
生
を
敬
慕
す

る
同
学
門
下
十
七
氏

に
よ
る
十
八
論
文

を

収

録
す

る
。

さ
す
が

日
本
近
代
文

学
会

の
九

州
探
題

の
総
帥
と

し

て
斯
界

を

リ
ー
ド
さ
れ

る
だ
け
あ

っ
て
、
縁

に

つ
な
が
る
研
究
者
は
九
州
は
も
と
よ
り
中

京

か
ら
も
寄
稿

さ
れ
、
重
松
門
下

の
層

の
厚
さ
を
物

語

っ
て
い
る
。

ま
ず
目
次

を
見

て
み
よ
う
。

漱
石

「
草
枕
」
釈
義
=

ト

ニ
ッ
ク
と
し

て
の
文
学
-

重
松

泰
雄

『
文
学
論
』
着
想

へ
の

一
仮
説

=

ト
ル
ス
ト
イ

の
衝
撃
-

『
三

四
郎
』

の
時
間

紅
葉
作

「
む
き
玉
子
」

ノ
ー
ト

没
理
想
論
考

国
木
田
独
歩

「春

の
鳥
」
論

正
宗
白
鳥

「妖
怪

画
」
論

「
大
川

の
水
」
論

清
水

孝
繍

助
川

徳
具

土
佐

車

石
田

忠
彦

秦

行
歪

瓜
生

浩

松
本

常
彦

芥
川
龍
之
介
の
混
迷
ー

「舞
踏
会
」
の
改
変
に
露
呈
し
た
〈
開
化
〉
の
幻
影
ー

芥
川
龍
之
介
の
死
そ
の
後

「
歯
車
」
を
軸
と
し

て
=

『
惜

み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
研
究

(
一
)

ー
=

初
稿
成
立

の
背
景
を
探

る
ー

萩
原
朔
太
郎

に
お
け
る

「信
仰
」
と

「疾
患
」

i

大
正
五
年
四
月
十
九
日
の
事
件
を
め
ぐ

っ
て
1

未
紹
介

谷
崎
潤

一郎
書
簡
に
よ
せ
て

フ

ァ
ル
ス
の
登
場
ー

坂

口
安
吾

の
文
学
的
出
発
ー

近
代
に
お
け
る
狂
意
識
の
変
容

ー

石
川
淳
の
南
畝
発
見
ま
で
ー

中
原
中
也

の

「
春

日
狂
想
」

「

〈
自
力
〉
か
ら
〈
他
力
〉
へ
の
転
回

「
雪
国
」
論

庄
野
潤
三
論
ー

『静
物
』
の
世
界
ー

海
老
井
英
次

三
嶋

譲

江
頭

太
助

国
生

雅
子

白
石

悌
三

花
田

俊
典

狩
野

啓
r

中
原

豊

赤
塚

正
幸

宮
崎

隆
広

「
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こ
の
大
部

四
八
九
頁

の
論
文
集
十
八
編
す

べ
て
を
与

え
ら
れ

た
限
度

の
紙
数

で
紹
介
す
る

こ
と
は
、
浅
学
菲
才

の
筆
者

に
と

っ
て
は
荷

が
重
過
ぎ

る
。
従

っ

て
筆
者

の
嗜
好
な

い
し
は
恣
意

に
よ

っ
て
七
編

の
み
触

れ
、
他

は
割
愛

さ
せ

て

い
た
だ
く

の
で
、
そ

の
非
礼
を
お
詫
び
し
た
い
。

ま
ず
重
鎮
重
松
先
生

の

「
漱
石

『草
枕

』
釈
義
」

を
拝
見

し
よ
う
。

か

つ
て

「
漱
石
初
期
作
品

ノ
ー
ト

(
二
)
=

『
草
枕
』
の
本
質
=

」
(「
文
学
論
輯
」

第
12
号
、
昭
40

・
3
)
を
発
表
し
、
「
人
生

の
芸

術
化
、
す

な
わ
ち
非
人
情

の
境

地
を
展

べ
」
た
も

の
で
あ
る
と
か
、
「芸

術
思
想

・
人
生

思
想
を

い
う
た
め

に
書

か
れ
た
思
想
小
説
」
と

い
う
通
説
を
批
判

し
、
「
脅
威
的
、
侵
略
的
な
塵
俗
を
逃

避

し
て
仙
境

に
遊
ぼ
う
と
す
る

一
種

の
神
仙
潭
的
作

品
」
で
あ
り
、
「不
安
定
な

精
神
的
危
機
感

の
中

に
在

っ
て
、
そ

の
緊
張
を
緩
和

す
る
唯

一
の
、
確
乎
と

し

た
安
定
剤
」
の
役
割
を
果
す

は
ず

で
あ

っ
た
が
、
「
所
詮
は
迷
妄

で
あ
る
こ
と

の

明
白
な

『
別
乾
坤
』
樹
立

の
白

日
夢
を
追
う

て
、
徒

労

の
上
に
徒
労
を
重

ね
た

よ
う
な
悲
壮
な
作
品
」
だ

っ
た
と
規
定

さ
れ
た
。
そ
し

て
、
二
十
年

た

っ
た
今
、

同

じ
テ
ー

マ
に
挑
戦
さ
れ
た
。

住

み
に
く

い
現
実
世
界
か
ら
住
み
安

い
所

へ
非
人

情

の
旅
に
出

た
画

工
は
、

不
仕
合

な
出
戻

り
女
那
美

に
出
会
う
。
「
人
を
馬
鹿

に
し
た
様
子

の
底

に
慎

み

深

い
分
別
」

や

「
温
和
し

い
情
け
」
を
秘
め

て
い
る
彼
女

を
、

二
十
世
紀

日
本

文
明

の
病
患
と
重
ね

て
批
判
し
た
り
、
文
明
批
評

の
〈
人

形
〉

に
す

る
の
で
は

な
く
、

二
十
世
紀
日
本

の
犠
牲
者
と
見

て
お
ら
れ
る
。
画

工
は
こ
れ

か
ら
逢

う

人
物
を
大
自
然

の
点
景
と
し

て
描
き
出

そ
う
と
し
な
が
ら
、
那
美
だ

け
は
捉

え

よ
う
と
し

て
い
な

い
と
見
る
。
画
工
は
那
美

の
奇
行

に
憐
欄
と
同
情
、

さ
ら

に

は
共
感
を
持

つ
。
「
自
ら
が
同
じ
よ
う
な
病
歴

を
有

す
る
が
ゆ
え
に
、
よ
り
深
く

患
者

の
病
因
を
診
と
ど
け
、

処
置
し
う
る
す

ぐ
れ
た
医
師
」

の
よ
う
な

「
診

る

人

「
の
役
割
を
画
工
に
与
え

て
お
ら
れ
る
。

た
だ

「神
境
」

の
心
持
ち

さ
え
あ

れ
ば

で
き
る

「第

三
の
画
」

の
成
就

に
と

っ
て
、
画
外

の
人
間
と
し
て
の
那
美

自
身

に
お
け
る

「憐

れ
の
念
」

の
存
在

は
ぜ

ひ
と
も
必
要

で
は
な

い
が
、
彼
女

の
病
患

の
〈
処
方

〉

の
成
就

の
た
め

に
は

「
憐
れ
」
は
絶
対
不
可
欠

と
さ
れ
た
。

さ
ら

に

「
天
下
に
何
が
薬

に
な
る
と
云

ふ
て
巳
を
忘
る

ゝ
よ
り
鷹
揚
な
る
事

な

し
無
我

の
境

よ
り
歓
喜

な
し
。

…
…
是

ト

ニ
ッ
ク
な
り
。
」

(明
治
三
十
八

.
九

年
断
片
)

の

一
節
を
重
視

す
る
。
実
生
活

で

「
神
経
衰
弱
」

で
苦
し
ん

で
い
た

漱
石
は
、
喫
緊

の
希
求

と
し
て

「強
壮
剤
」
と
し

て
の
文
学

「
草
枕
」
が
切
望

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
漱
石

は
作
者

の
分
身
と
し

て
、
「悟

り
と
迷
」
が
同
居
す

る
那
美
〈
診
ら
れ
る
自
己
〉
と
、
非
人
情

の
美
学
を
展
開
す

る
画
工
〈
診
る
自

己
〉
と
を
対
応
さ
せ

「
一
つ
の

『
ト

ニ
ッ
ク
』
と
し

て
、

よ
り
根
底
的
な
〈
現

実
超
脱
〉

の
夢
を
語
ろ
う
と
し
た
作
品
」

と
い
う
結
論

は
、
か

つ
て
の

「
積
極

的
な
精
神
回
復

の
た
め

の
手
段
」
「安
定
剤
」
説
を

一
歩
踏

み
込

ん
だ
論
と
し

て

説
得
力

に
富
む
。

清
水
氏

の

「
『
文
学
論
』
着
想

へ
の

一
仮
説
」

は
雄
大
重
厚
な
論
文

で
あ
る
。

漱
石
自
身
が

「
碕
形
児

の
亡
骸
」

と
卑
下

し
た

『
文
学
論
』

は
従
来
池
田
菊
苗

の
刺
激
が
契
機
と
な

っ
て
構
想
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
来

た
。
と

こ
ろ
で
、
『
漱
石

資
料

文
学
論

ノ
ー
ト
』

の
附
録

『文
学
論
』
序
腹
案

の
中

に
、

ト
ル
ス
ト

イ
の
芸
術
論

『
芸
術
と
は
何
か
』

に

つ
い
て
の
記
述

が
残

さ
れ

て
い
る
。
清
水

氏

は
漱
石
が

『
文
学
論
』
構

想

へ
の
真

の
刺
激

は
実

は
ト
ル
ス
ト
イ
の

『
芸
術

と

は
何
か
』
か
ら
得
た

の
で
は
な
い
か
、

と
想
定

さ
れ

る
。
漱
石

の
試
み

の
壮

大
さ

は
近
代
文
明
告
発

の
書
た
る
ト

ル
ス
ト
イ
の

『
芸
術
と

は
何
か
』

の
壮
大

さ
と
見
合
う
も

の
で
は
な

い
か
、

と
い
う
仮
説
を
立

て
検
証
さ
れ

る
。
漱
石
は

ト
ル
ス
ト
イ
著

『
芸
術

と
は
何
か
』

の
英
訳
本
を
購
入
し

て
、

そ
の
現
代
文
明

告
発

に
共
感
し
、
芸
術

理
論

の
基
本
的
概
念
が
快
楽
説
否
定

で
あ

る
こ
と

に
感

服
し
、
真
正

の
感
情

に
よ

っ
て
結
合
す

る
感
染
性

に
共
鳴
し
た
。
し
か
し
、
漱

一
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石

は
ト
ル
ス
ト
イ
理
論

に
全
面
的
賛

成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
非
論
理
的

一
面

を
批
判
し
た
。
清
水

氏
は
漱
石

の
英

訳
本

『
芸
術
と

は
何
か
』

の
書
き
込
み
を

検
討
し

て
、
ト

ル
ス
ト
イ
は
真
正

の
芸
術
な
ら
ば
万
人
に
理
解

さ
れ
る
は
ず
だ

と
考
え
、
漱
石

は
そ
れ
を
非
論
理
的

と
し
た
が
、
「普
遍
」
に
対

す
る
両
者

の
考

え

に
根
本
的
懸
隔

が
あ

る
と

さ
れ
る
。
ま
た

ト
ル
ス
ト
イ
は
民
衆

に
最
大

の
芸

術

理
解
力

を
認
め

た
が
、
漱
石
は

「
習
慣
」

に
過
ぎ
な
い
と
す

る
。

ト
ル
ス
ト

イ
は

「開
化

の
大
勢
」
を
倫
理
的
価
値
意
識
か
ら
快
楽

し
か
期
待
し
な

い
芸
術

の
堕
落
と
見

た
の
に
対
し

て
、
漱
石
は
没
価
値
的
科
学
的
立
場
か
ら
倫
理
意
識

も
習
慣
と
と

ら
え
た
。
清
水
氏
は
二
人

の
共

通
点

と
相
異
点
を
明
確
化
し

て
、

「
ト
ル
ス
ト
イ
の

『
芸
術
と
は
何
か
』
こ
そ
、
『
文
学

論
』
着

想

へ
の
、
も

っ
と

と
強
烈
な
触
媒

で
あ

っ
た
」
と
さ
れ
た
。
そ
し

て

『
文
学
論
』
構
想

の
試
み
は
、

「
世
界
観
あ
る
い
は
人
生
観

の
探
求
と

い
う
、

い
わ
ば
意
味
あ
る

い
は
価
値

を

問
う
哲

学
的
観
点
」

と

「開
化
を
構
造
す

る
諸
原
素
を
解
剖
し
其

連
合

し
て
発

展
す
る
と

い
う
面

で
の
い
わ
ば
没
価
値
的
観
点
と
も

い
う

べ
き
心
理
学

・
生
物

学

・
進
化
論
的
観
点
」
と

が
共
存
す

る
矛
盾
を
は
ら
ん

で
い
た
と
い
う
。
『
文
学

論

』
が
漱
石

の
創
作
活
動

に
ど
う
か
か
わ

っ
た
か
、
今
後

の
清
水
氏

の
研
究
を

期
待
し
た
い
。

助
川
氏

の

「『
三
四
郎
」
の
時
問
」
は
漱
石

の

『
三
四
郎
』
の
時
間
的
構
造
を

」
つ

一
つ
洗

い
直
す
。
例
え
ば
、
美
禰
子
が
大
学
の
池

で
=
.四
郎

に
出
会

っ
て

二

ヶ
月
も
唐
会

し
て
い
な

い
の
に
、
出
会

い
を
記
念
す

る
自
分

の
姿
を
、
知
り

合

い
の
画
家

に
当
時

の
ま
ま

の
姿

で
描

い
て
も
ら
う
不
自
然

さ
を
指
摘
す
る
。

「
子
供

の
葬
式
」

や

「
ハ
イ
ド
リ
オ
タ

フ
ピ

ア
」

の
夢

か
ら
の
覚
醒
ま

で
の
間

を

つ
な
ぐ
も

の
は
転
倒
し
た
世
界

の
情
景
と
す
る
。

そ
し
て
一二
四
郎
が
池

の
傍

で
倒
立
し

た
風
景

(水

の
底

の
空
)
を
眺

め
る
場
面

に
強

い
指
示
性
を
含
ま
せ

る
。

ま
た
、
美
禰
子

の
結
婚
を
近
代
的
な
自
我

の
挫
折
と
見

る
通
説
を
否
定
す

る
と
共

に
、
主
体
的
な
選
択

で
あ
る
と
い
う
見
解

(越
智
治
雄
、
三
好
行
雄
説
)

に
も
批
判
的

で
あ

る
。

野
々
宮

の
求
婚

を
待

っ
て
い
た

が
、

結
婚
不
能

を

さ

と

っ
た
美
禰
子
は
、
野

々
宮
と

の
交
際

の
記
念

に

「
森

の
女
」

の
絵
を
描

い
て

も
ら
う
が
、

そ
れ
は
三
四
郎

を
傷

つ
け
な
い
た
め

に
、
出
会

い
を
記
憶
し

て
い

る
と

い
う
意
味
も
含

ん
で
い
る
と
見

る
。
美
禰
子
は
意
識
的

に
は
三
四
郎

を
愛

し

て
は

い
な
か

っ
た
が
、

「無
意
識

に
天
性

の
発
露

の
ま

ゝ
で
男
を
檎

に
す
る
」

働
き
は
あ
る

に
違

い
な
い
と
す

る
。
美
禰
子

は
三
四
郎

に
対

す
る
演
技
を
自
覚

し

て

「
わ
れ

は
我
が
葱
を
知
る
」
と

つ
ぶ
や
く
。
三
四
郎

は
そ
れ
を
聞
き
取

り
、

自

分

の
盲
目

さ
に
覚
醒
し

た
と

い
う
。
助
川
氏

は

「
三
四
郎

の
認
識
が

こ
と
こ

と
に
誤
謬

に
み
ち

て
い
る
と

い
う
意
味

で
、
『
三
四
郎
』
は
曇

っ
た
眼
鏡
を
か
け

た
人
物
を
視
点
人
物
と
す
る
小

説

で
あ
る
。」

と
規
定
す

る
。

「漱
石
が
語

り
た

か

っ
た
の
は
、
生
と

い
う
も

の
、
そ
の
も
の
の
迷
羊
性

で
あ

る
」
と
し
、
「
人
生

と

い
う

『
命

の
根
』

の
ゆ
る
み
は
、
青
春

の
虚
妄
性
か
ら
か
り

に
人
が
覚
め
る

こ
と
が
あ

っ
た

に
し

て
も
、
人
を
迷
羊

で
あ
る
こ
と
か

ら
救
う

こ
と
は
な

い
だ

ろ
う
。
」
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

石
田
氏

の

「
没
理
想
論
考
」

は
堅
牢

に
構
築
さ
れ
た
考

察

で
あ
る
。
坪
内
迫

遙

の
没
理
想
論
は
迫
遙

の
存
在

そ
の
も

の
で
あ
り
、
芸
術
観
、
文
学
観

、
学

問

観
、
倫
理
観

で
あ
り
、
拠

っ
て
立

つ
批
評
原
理

で
あ
る
と
す
る
。
「
細
君
」
以
後
、

批
評
と
し

て
没
理
想
論
誕
生

の
時
期
を
明
治
二
一一、年

と
し
、
造

鵬
論
争
を
経

て

二
六
年

「
美
辞
論
稿
」

に
至

っ
て
完
成
し
た
と
み
る
。
そ

の
没

理
想
論

と
は
ど

う

い
う
も

の
で
あ

っ
た
か
、
を
明
ら
か

に
す
る
た
あ
に
演
劇

・
小
説

・
詩
歌

・

批

評
に
お
け
る
没
理
想
論

の
形
成
過
程
を
克
明
に
た
ど
り
、
文
学
批
評
原
理
と

し

て
の
没
理
想
論

の
功
罪
を
追
求
す
る
。
石
田
氏
は

「迫
遙

の
い
う
造
化
自
然

の
無
限
性

は
、
文
学
理
論

の
論
理
的
前
提

に
は
な
り
に
く
い
も

の
で
あ

る
」
と

い
う
。
で
は
な
ぜ
迫
遙

は
造
化
自
然
を
前
提
と
し
た
か
。
迫
遙

の
真

の
意
図

は
、
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造
化
自
然

の
中

に
宿
り
、
世
界
を
支
配
す
る

「
理
法
」

に
あ
る
と
見

て
い
た
。

こ
の

「
理
法
」

は

「
人
間

に
於

て
暗

に
見
る
所
」

の
も
の
で
、

一
個
人

に
で
は

な
く

「人

間
」
と
い
う
類
概
念

に
宿

る
も

の
、
「主
観
」
が

「
客
観
」

に
没
し
た

所

に
宿

る
も

の
と
考
え

る
。
「
ド

ラ
マ
」

(人

と
い
う
個

〔差
別
〕
と
人
間
と

い

う
普
遍

〔平
等
〕
と
が
兼

ね
そ
な
わ

っ
た
も

の
。
人

の
性
格
を
緯
と
し
人
間
の

運
命
を
経
と
せ
る
脚
本
)
と

い
う
文
学

の
理
想
形
態

に
よ

っ
て

「
理
法
」
が
窺

知
さ
れ
る
と
す
る
。

ド
ラ

マ
と

は
主
観

が
客
観

に
埋
没
ま
た
は
拡
大

し
た
作
品

だ
と
迫
遙
は

い
う
。
石

田
氏

は

「物
事
自
体

の
内
部

に
同
化
し

て
そ

こ
か
ら
認

識
す
れ
ば
よ
り
客
観
的
な

(普
遍
的
な
)
認
識
を
う
る

こ
と
が
で
き
る
。

…
…

迫
遙

は
、
こ
の
よ
う
な
認
識

に
よ

っ
て
、
文
学

に
お
け
る
主
観

と
客
観

と
の
関

係
を
考

え
、

そ
の
よ
う
な
文
学

の
理
想
形
態
を
ド

ラ
マ
と
し
、

そ
れ
に
よ

っ
て

批
評
を
行

う
」

こ
と

に
な

っ
た
と
す
る
。
従

っ
て
演
劇

・
小
説
論

に
お

い
て
は

こ
の
文
学
理
論

は
有
効

で
あ
る
が
、
詩
歌

・
批

評
論

に
お
い
て
は
有
効
性
を
失

う
と
さ
れ
た
。
そ
し

て

「
遭
遙

の
文
学
理
論

に
お
い
て
、
作
家

の
主
観
や
観
念

を
作
中

に
ど

の
よ
う

に
投
影
さ
せ
る
か
と
い
う
、
近
代
小
説

の
根
本
的
な
課
題

に
結
局

は
解
決
を
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
」

と
迫
遙
理
論

の
弱
点
を
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

秦
氏

の

「
国
木

田
独
歩

『春

の
鳥
」
論
」

は

「春

の
鳥
」
を

「
〈
私
〉
と
白

痴

の
少

年
と
の
偶
然

の
出
会

い
に

つ
い
て
回
顧
す
る
白
痴

児
愛

憐
の
物
語

と
そ

の
少
年

の
死

の
意
味
を
問

う
自
然
児
憧
憬

の
物
語
」
と
規
定
す
る
。

そ
し
て
未

定
稿

「憐

れ
な
る
児
」
と

「
春

の
鳥
」
と
を
比
較
し
て
、
前
者

は
夫

に
死
別
し

て
実
家

に
寄
居
す

る
母
と
子

の
苦
し
き
忍
耐
を
憐

れ
む

「境
遇
悲
劇
」
、
後
者

は

白
痴

な
が
ら
も
普
通

の
親
と
少
し
も
変

わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
親
子

の
情
を
哀
れ

む

「
運
命
悲
劇
」
と
見
な
す
。

ワ
ー
ズ

ワ
ス
の

「
白
痴
児
」
と

の
影
響
を
過
少

に
見

る
見
解
は
多

い
が
、

秦
氏

は

「渾
然
融
合

の
被
影
響
「
1
血

肉
化

に

こ
そ

独
歩

に
お
け
る

ワ
ー
ズ

ワ
ス
受
容

の
要
諦
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
六
蔵

が
白

痴
児

で
あ

る
こ
と

の
現
実
を

い
か

に
し

て
克

服
す

る
か
と

い
う
独
歩

の
課
題

は
、
死

に
よ

っ
て
鳥

の
化
身
と
な
り
、
宇

宙

の
自
然
物

へ
回
帰
す

る
形

で
完
結

す
る
。
秦
氏

は

「
白
痴
母

子

へ
の
愛

憐
と
自
然

児

へ
の
憧
憬

の
道
行

き
が
結

合

・
統

一
さ
れ

て
、
少
年
六
蔵

の
〈
春

の
鳥
〉
復
活
と

い
う
物
語

の
結
実
」
を

み
て
お
ら
れ

る
。

海
老
井
氏

の

「
芥
川
龍

之
介
の
混
迷
」
を
見

よ
う
。
芥
川

の
作
品
活

動

の
中

期

(大
正
八
年
～
十

一
年
)
を
混
迷
期

と
考

え
、
「
舞
踏
会
」
の
改
変

の
は
ら
む

問
題
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ

つ
て
、
中
期

の
混
迷

の
様
相
と
問
題
点

を
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
ジ

ュ
リ

ア
ン

・
ヴ

ィ
オ
と
い
う

「
佛
蘭
西

の
海
軍
将
校
」

が
作
家

ピ

エ
ー
ル

・
ロ
チ
だ
と
い
う
こ
と
を
、

H
老
夫
人

(往
年

の
明
子
)

が
知

っ
て

い
た
と
す
る
初
出

が
、

一
年
後

の
定
稿

で
は
全
く
知
ら
な

い
形

に
改
変

さ
れ
た

意
味

を
中
期

の
混
迷
と
関
連
づ
け

て
問
う

て
い
る
。
初
出

に
お
け
る
青
年

は
H

老
夫
人

の
話

を
引
き
出
す
役

の
み
を
与
え
ら
れ
た
無
性
格

な
人
物

に
過
ぎ
な

い

が
、
改
変
後

の
定
稿

で
は
海
軍
将
校
が

ロ
チ

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
文
学
青
年

は
愉
快

な
興
奮
を
覚
え

る
存
在
感

の
あ
る
人
物

で
、

H
老
夫
人

と
際
立

っ
た
落

差

が
あ

る
。
近
代

日
本

の
文
明
開
化
を
誇
示

し
た
鹿
鳴
館

の

一
夜
を
体
験
し
た

令
嬢
明
子
が
五
十
歳
近
く
な

っ
て

ロ
チ
を
知

ら
な
い
老
夫
人

に
な

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、
「
真

の
内
的
発
展
を
放
棄

し
た
ま
ま
、
皮
相
な
形

で
近
代
国
家

の

体
を
整

え
た
そ

の
実
状

を
象
徴
化

し
て
い
る
も

の
」
と
し
、
花
火
を
〈
感
動
〉

的
な
眼

で
見
る
明
子

と
入
生

の
悲
し

い
実
体
と
〈
認
識

〉
的

な
眼
で
見
る
海
軍

将
校
と

の
ず
れ
に
注
目

し
て
い
る
。
海
老

井
氏
は

「開
化

の
殺
人
」
「
開
化

の
良

人
」
か
ら
芥
川

が
開
化
時
代

(鹿
鳴
館
時
代
を
下
限
と
す
る
明
治
十
年
代
)
を

「和
洋
折
衷
」

の

「
美
し

い
調
和
」
し
た
理
想
的
な
近
代
と

み
な
し

て
お

り
、

明
治
十
九
年

の
明
子

は
そ
の
調
和

の
原
点

に
立

ち
、
大
正
七
年

の
H
老
夫
人
は
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近
代
化

の
趨
勢

の
中

に
敗
退
し
た
と
見
る
。

ロ
チ
を
知
識
と

し
て
の
み
知
り
憧

憬
す

る
大
正
的
知
識
派
青
年
は
、
開
化
期

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
挫
折

の
中

で
大

正
期
個
人
主
義
を
知
識
と
し

て
の
み
把
握

し
得
な

い
日
本

の
不
幸

の
象
徴
と
見

て
い
る
。

漱
石

の

「
そ
れ
か
ら
」

の
主
人
公
長
井
代
助
は
三
千
代

へ
の
愛

に

よ

っ
て
個
人
主
義

の
限
界

を
知

り
、
「
自
然

ノ
愛
」
を
貫
く

の
に
対
し
て
、

「芥

川

の
方

に
は
〈
自

然
〉

は
無

く
、

解
体

し

て
い
く

〈
自
我

〉
と

そ
れ

へ
の
詠

嘆
」

に
中
期

の
芥
川

の
混
迷

の
核
が
あ

っ
た
と
考
え

て
お
ら
れ
る
。

白
石

悌
三
氏

の

「谷
崎
潤

一
郎
書
簡

に
よ
せ

て
」
は
杉
浦
正

一
郎
博
士

(白

石

氏
や
私

ど
も
九
大
学
生
時
代

の
教
授

で
芭
蕉
研
究
者
)

旧
蔵

の
佐
藤
春
夫
あ

て
谷
崎
書
簡

の
紹
介

で
あ
る
。
「細
君
譲
渡
事
件
」
直
後

の
も
の

で
、
白
石
氏

の

個
人
的

な
関

わ
り
も
あ
り
、
興
味
深

い
。
書
簡

は
昭
和
六
年

四
月
十

日
付

の
も

の
で
、
封
筒
を
欠
き
、
現
在

の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
内
容

は
帝
国
キ
ネ

マ
俳

優
前

田
隆
と

『
痴
人

の
愛
』

の
ナ
オ
ミ

の
モ
デ
ル
で
あ
る
葉
山

ミ
チ
子

(小
林

せ

い
子
)
と

の
離
婚

の
後
始
末

の
こ
と
、

そ
の
せ
い
子
を
萩
原
朔
太

郎
と
結
婚

さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
な
ど
面
白

い
。
注

は
懇
切

で
詳
細
を
極
め
る
。
さ
ら
に

圧
巻
は
前
田
事
件

の
離
婚
交
渉

の
場
所
を
提
供
し
た
立
花
邸

の
主
人
夫
妻

が
九

州
出
身

の
無
声
映
画
時
代

の
業
界

の
人

で
、
実

は
白
石
氏

の
母
堂

と
縁
故

が
あ

り
、
谷
崎

・
佐
藤
も
出

入

し

て
い
た
と

い
う

こ
と

だ
。

さ
ら

に
愉
快

な

の
は

(白
石
氏

に
は
失
礼
)
、
白
石

氏

の
母
堂
が
立
花
夫
妻

の
推

め

で
映
画

に
出
演

さ
れ
た
な
ど
、
白
石
氏

の

「思

い
入
れ
」

で
あ

る
。
中
央

公
論
社

『
谷
崎
潤

一

郎
全
集
』
書
簡
集

に
ぜ

ひ
と
も
収
録
し

て
ほ
し

い

一
通
だ
。

さ
て
、

通
読

し
て
感
ず

る
こ
と

は
、
重
松
泰
雄
先
生
譲

り
の
蟄
固
な
礎
石

の

上
に
構
築

さ
れ
た
堅
牢
な

る
実
証
主
義

の
殿
堂

で
あ
る
。
『原
景

と
写
像
』
と

い

う
表

題
が
ど
う
い
う
い
わ
れ

で
付
け
ら
れ
た
か
、
迂
澗

に
し
て
聞
き
洩
ら
し
た

が
、
作
家

か
ら
見
れ
ば
、
自
然

・
現
実
は
原
景

で
あ
り
、
作
品

は
写
像

で
あ
ろ

う
し
、
研
究
者

か
ら
み
れ
ば
、
作
家

・
作
品
は
原
景

で
あ
り
、
論
稿

は
写
像

で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
本
書

の
執
筆
者
諸
子

に
と

っ
て
重
松
先
生

は
原
景

で
あ
り
、

己
れ
自
身

は
写
像
と
感
じ

て
お
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
と
愚
考
し

た
次
第

で
あ

る
。重

松
先
生

の
新
天
地

に
お
け
る
御
活
躍
と
御
指
導
を
期
待
す
る
と
と
も

に
、

割
愛
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
執
筆
者

の
方

々
に
お
詫
び
申
上
げ
る
。

(昭
和
六
十

一
年

一
月
六

日
、
原
景
と
写
像
刊
行
会

六
八
〇
〇
円
)
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