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『
小

説

神

髄
』
論

ー

小
説
の
稗
益
に

つ
い
て
ー

石

田

忠

彦

坪
内
遣
遙

の

『
小
説
神

髄
』

(明
治
十
八
年
)

の
文
学
史
的

な
価
値
が
、
小

説
と
い
う
文
学
形
態
を
芸

術
の

一
分
野
と
し
て
独
立

さ
せ
よ
う
と
し
て
、
勧
善

懲
悪
的

な
文
学
観
を
排
し
て
写
実
主
義
を
提
唱
し
た
こ
と

に
あ
る

の
は
す

で
に

定

説
と
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「
小
説
神
髄
』
上
巻

の
終
り

に
は

「
小
説

の

稗
益
」

の
章
が
あ
り
、

こ
こ
で
迫
遙
は
小
説

の
直
接
的
な

「利

益
」

と
間
接
的

な

「
稗
益
」
と

の

説
明
を
行

い
、

「
小
説

の
稗
益
」

す
な
わ
ち

小
説
の

社
会

的
効

用
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

「
小
説
神

髄
」

の
主
眼
で
あ
る
芸
術
と
し

て

の
小

説
の
独
立
と

い
う

こ
と
か
ら
考
え

て
み
れ
ば
、

こ
の

「
小
説

の
稗
益
」

の

章

が
、

「
小
説
神
髄
』

の
近
代
小
説
理
論
定
立

の
価
値
を
減
殺

し
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ

る
。
芸
術
と
し
て
の
小
説

の
宗
教

・
政
治

・
道
徳

な
ど

の
権
威
や

価
値
観
か
ら

の
独
立
を
説
く

「
小
説
神
髄
」

一
編

の
中

で
こ
の
章
は
何
と
も
坐

り
心
地

の
悪

い
位

置
を
占
め

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
迫
遙

小
説
理

論
の
暇

蝿
と
も

い
わ
れ
て
い
る

「
小
説

の
稗
益
」

の
章

の
遣
遙

小
説
理
論

に
お

け
る
い
わ
ば
必
然
性
を
、

「
小
説
神
髄
』

の
内
部

に
探

っ
て
み
よ
う
と
す
る

の

が
本
稿

の
目
的
で
あ
る
。

「小
説

の
稗
益
」

の
章

は
、

「
小
説
神
髄
』

の
中
で
は

「文
体
論
」

「
小
説

の
変
遷
」

の
各
章

に
次

い
で
長
文

の
も

の
で
あ
り
、
そ

こ
で
述

べ
ら
れ

て
い
る

こ
と
は
、
「
小
説

の
主

眼
」

な
ど

の
他

の
章

で
も
く
り
返
し
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
章

の
内
容
を

一
言
で
要
約
す
れ
ば
、
小
説

は
ど
う

い
う
こ
と

に
役
立

つ
の

か
と
い
う
小
説

の
社
会
的
効
用

に
つ
い
て
述

べ
て
あ
る

の
だ
が
、
次

に
そ
の
具

体
的

な
内
容
を
引
用
し
て
お
く
。

「
小
説
は
美
術
な
り
、
実
用

に
供

ふ
べ
き
も

の
に
あ
ら
ね
ば
、
其
実

益
を

あ
げ

つ
ろ
は
む
こ
と
な
か
く

に
曲

こ
と
な
る

べ
し
。

さ
は
あ
れ
音
楽
絵

画

の
類

に
も
暗
に
実
益

の
存
ず

る
ご
と
く

に
、
小
説
稗
史

の
場
合

に
於

て

も
、
作
者

の
敢
て
望
ま
ざ
り
け
る
稗
益
あ
る
ひ
は
勘
し
と
せ
ず
。
」

「
小
説

の
利

益
を

の
べ
ん
と
す

る
に
は
、
ま
つ
予
め
区
別
を
ま
う
け
て
、

一
を
直
接

の
利
益

と
な
し
、

一
を
間
接

の
稗
益
と
な
す

べ
し
。
」

「
直
接

の
利
益
は
人
心
を
娯

し
ま
し
む
る

に
あ
り
。
語
を
か

へ
て
之

を

い

へ
ば
、
小
説
の
目
的
は
娯
楽
を
人

に
与

ふ
る

に
あ
り
。

(略
)

「如

ン
茂

ル
レ
イ
」
氏

は
、
人
間
世

界
の
批
判
を
も
て
人
生

の

一
大
娯
楽
と

い
ひ
た

り
。
」

「
間
接

の
稗
益
は

一
に
し
て
た
ら
ず
。
日
く
人

の
気
格
を
高
尚

に
な
す
事

、

日
く
人
を
勧

奨
懲
誠
な
す
事
、

日
く
正
史

の
補
遺
と
な
る
事
、
日
く
文
学

①

の
師
表
と
な
る
事
即
ち
是
な
り
。
」
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注
①

初
出
の

「九
冊
本
」
(明
治
十
八
年
九
月
～
十
九
年
三
月
)
は
総
ル
ビ
、
句
読
点
な
し
。

「上
下
二
冊
本
」

(明
治
十
九
年
五
月
)
に
従

っ
て
句
読
点
を
付
し
、
ル
ビ
は

一
部
に
限

っ
た
。
な
お
、
漢
字
は
新
字
体
に
直
し
た
。
以
下
同
様
。

①

迫
遙
は
小
説

が
好
き

で
あ

っ
た
。
(「
お
の
れ
元
来
小
説
の
癖
あ
り
」

「
お
の

②

れ
幼
稚
よ
り
稗
史
を
嗜
み
」
)

こ
の
理

屈
抜
き

の

事
実

が

迫
遙

に

「
小
説
神

髄
」
を
書
か
せ
た
と
考
え

て
ま
ず
ま
ち
が

い
な

い
。
自
分

の
好
き
な

小
説
と
い

う
文
学
形
態

に
何
と
か
し
て
市
民
権
を
与
え
て
や
ろ
う
と
い
う
衝
動
が

「
小
説

神
髄
』
を
書
か
せ

た
わ
け
で
あ
る
。
遣
遙
は
小
説
を
次

の
よ
う

に
い
う
。

「
是

小
説

の
美
術
中

に
其
位
置
を
得
る
所
以

に
し

て
、
章

に
は
伝
奇
戯
曲

を
凌
駕
し
、
文

壇
上

の
最
大
美
術

の
其
随

一
と

い
は
れ

つ
べ
き
理
由
と
な

◎

ら
む
も
知
る

べ
か
ら
ず
。
」

(
小
説
総
論
)

小
説

は
芸
術

で
あ
る
と

い
う
こ
と
と

小
説
は
文
学
諸
形
態
の
中

で
最
も
芸
術

的

だ
と

い
う

こ
と
と
を
同
時

に
い

っ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
こ
う
い
う
形

で
小
説

に
市
民
権
を
与
え
よ
う
と
し
た
遣
遙

の
性
急

さ
は
、
遣
遙
が

『
小
説
神
髄
』
を

構
想

し
た
明
治
十
六
、
七
年

の
、

小
説
は
あ
く
ま

で
稗
史
に
過
ぎ
な

い
と
み
な

さ
れ

て
い
た
社
会
的
背
景
を
考
慮
に

い
れ
れ
ば
非
難
は
で
き
な
い
。
と
し

て
も

適
遙

の
小
説

に
対

す
る
市
民
権

の
与
え
方

に
は
や
は
り

一
考
を
要
す

る
も

の
が

あ
る
わ
け
で
、
迫
遙
に
は
小
説
は
芸
術
で
あ

る
と
断
定

す
る
前

に
踏
ま
ね
ば
な

ら
な
い
階
段
が

い
く

つ
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
階
段

の

一
つ
が

小
説

の

社
会
的
効
用

の
問
題
で
あ

っ
た
。

小
説
を

「無
用

の
用
」
と
し
て
独
立
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
と
、

小
説
が
社
会
的

に
有

用
性
を
も

つ
と

い
う
こ
と
は
本
来
同

一

の
こ
と
で
あ

る
は
ず
な

の
だ
が
、

小
説

の
社
会
的
有
用
性

の
主

張
が

明
治

の
功

利
主

義
的
風
潮

の
中

で
は
ど
う
し

て
も
短
兵
急

に
直
接
的

な
実

用
の
概
念
と
結

び

つ
け
ら
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
道
遙

に
と

っ
て
小
説
に
市
民
権

を
与
え

る
と

い
う
作
業
は
と
り
あ
え
ず

小
説

の
社
会
的
効
用

の
問

題
を
克
服
す

詑

い
う
こ
と
で
あ
.
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
道
遙
も
関
係
し
た

「離

春
窓

綺

話

』

に
附

さ
れ

た
撫

松

服
部

誠

一
の

「
自

序
」

の

一
節

に
み

て

み

る
。

ニ
メ

ノ

そ

リ

ニ

ニ
ズ
ル

ヲ

テ

如

レ
斯
而

小
説

亦

有

レ
大

二
=
益

干

世

一。

(
略

)

故

論

二
政

治

}
者

。

以

二

ヲ

ス

ト

ニ

ガ

キ

ヲ

ス

ヲ

ナ

ラ
ン

小
説

一為

二
人
智
誘
導
之

捷
径

一。
豊
我
説
二
妄
誕

一
写
二
婬
風

一者

之
比

ル

フ
テ

ニ

ス
ル

テ

メ

ン
ト

ガ

ヲ

シ

哉
。

(略
)
有

下
微
レ
彼
欲
三

以
矯
二

我

小
説

一之
意
上
也
久

焉
。
(略
)

テ

ニ

シ

ル

ニ

ヲ

就
二
泰
西

小
説

一。
纂
下
述
有

レ
益
二
於
誘
導

一者
上
。

(
以
下
略
)
」

小
説
が

「
妄
誕
を
説
き
婬
風
を
写
す
」
も

の
に
過
ぎ
な
い
と

さ
れ

て
い
た

こ

と

に
対

し
、

「
小
説
も
亦
世

に
大
益
有
り
」
と
考
え
、
そ

の

「大
益
」

の
方

に

「
我
が
小
説
を
矯
め
ん
と
」

し
よ
う
と

い

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
矯
正

の
方

向
が

小
説
を
政
治
的
な

「
人
智
誘
導
之
捷
径
」

と
な
す

こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
、
服
部
撫
松
の
政
治
的
な
合

目
的
性

に
よ
る

小
説
改
良
を
、
前
近
代

的
な
小
説
観
と
し

て
非
難
す

る
の
は
容
易
で
あ

る
が
、

こ
れ
は
小
説

の
社
会
的

効
用

の
問

題
を
克
服
し
て
小
説
を
芸
術

の
高

み
に
ま

で
引
き
上

げ
る
こ
と
が
如

何

に
困
難

で
あ

っ
た
か
を
如
実

に
語

っ
て
い
る
も

の
で
も
あ
る
。

こ
の
間

の
事

情
は
迫
遙
も
同
じ

で
あ

っ
た
。
宗
教

・
政
治

・
道
徳
な
ど

の
価
値
観

の
た
め

の

「
人
智
誘
導
」

の
道
具

と
し
て
の
小
説

の
有
効
性

の
克
服
を
、
遣
遙

は
と
り
あ

え
ず
、
馬
琴
の
勧

懲
主
義
批
判
と

い
う
形
で
行

っ
た
。

「
も
と
人
情
と

い
ふ
も
の
は
極
め

て
雑
駁
多
端
な
る
か
ら
只
あ
り

の
ま

ゝ

に
写
せ
ば
と

て
已

に
容
易
か
ら
ぬ
事

に
し
あ

る
を
別

に
勧

懲
と

い
ふ
模
型

を
造
り
て
人
情
世
態
は
い
ふ
に
及
ば
ず
其
全
篇

の
脚
色
を
さ

へ
に
強
ひ
て

其
内

に
納
め
ま
く
せ
ば
巧
妙
新
奇

の
稗
史
を

な
す

こ
と
難
か
る
べ
き
は
勿

論
な
り
か
し
。
」

(
『慨
世
士
伝
』
は
し
が
き
)

「
さ
れ
ば

小
説

の
作
者

た
る
者
は
専
ら
其
意
を
心
理

に
注
ぎ

て
、
我
仮
作

一34一



り
た

る
人
物

な
り
と
も
、

一
度
篇
中

に
い
で
た
る
以
上

は
、
之
を
活
世

界

の
人
と
見
倣
し
て
、
其
感
情
を
写
し
い
だ
す

に
敢
て
お

の
れ
の
意
匠
を
も

て
善
悪
邪
正

の
情
感
を
ば
作
設
く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
、

只
傍
観
し

て
あ

り
の
ま

、
に
摸
写
す

る
心
得

に
て
あ
る
べ
き
な
り
。
」

(
小
説

の
主
眼
)

迫
遙

の
論
点
が
、

「
勧

懲
と

い
ふ
模
型
」

に

「
人
情
世

態
」

「
脚
色
」
ま
で

適
合

さ
せ
よ
う
と
い
う
小
説

の
結
構

の
仕
方
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

の
は

明
ら
か
だ
が
、

こ
の
よ
う
な

小
説

の
道
徳
的
合
目
的
性
を
排
除
し
よ
う
と
し
た

そ
の
論
拠
と
し
て
、

「
感
情
」

の

「摸
写
」
を
あ
げ

て
い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま

り
人
間

の
感
情

の
写
実
と

い
う

小
説

の
内
的
目
的
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ

け

で
あ
る
。

そ
れ
ま

で
、
政

治
宗
教
道
徳

な
ど

の
徳
目

の
方
向

に
惇
戻
す
る
人

間

の
感
情
は
否
定
的

に
扱
わ
れ
る

の
が
普

通
で
あ

っ
た

の
で
、
そ
の

「
人
情
」

に
存
在

意
義
を
与
え
、

小
説

の
中
心

に
据
え
た
と

こ
ろ
は
、
ま

さ
し
く

小
説
の

近
代
化

で
あ

っ
た
。
以
上

の
よ
う
な
、

「
人
情
」

の

「
摸
写
」
と
い
う
小
説

の

本
質
で
も

っ
て
小
説

の
道
徳
的
合

目
的
性
を
排
除
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

小
説

に
対
す

る
功
利
的
な
考
え
方
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
点

は
、
迫
遙
は
芸
術
と
し

て
の
小
説

の
独
立
を

一
歩
進
め
た
と
み

て
よ

い
の
で
あ
る
。

注
①

「慨
世
士
伝
」
は
し
が
き

(明
治
十
八
年
二
月
)
リ
ッ
ト
ン
の

「リ
エ
ン
ジ
」

(
噌
八

三
五
)
の
訳

(前
編
の
み
)
。
暑
名
は
追
逼
遊
人
。
原
総
ル
ビ
。

ル
ビ
を
省
い
た
。

②

「小
説
挿
誉
緒
言
」

③

以
下
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り

「小
説
神
髄
」
の
章
名
を
指
す
。

◎

明
治
十
三
、
四
年
頃
、
遺
達
と
高
田
早
苗
と
が
原
訳
し
、
服
部
誠

一
が
補
筆
し
、
十
七

年

噌
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の
、
そ
の

「自
序
」
も
遣
遙
が
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

騒
簡

は
残
る
が
、
そ
の
内
容

・
文
体

・
時
期
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
服
部
誠

一
の
も
の
と

み
る
。
ス
コ
ッ
ト
の

「湖
上
の
美
人
」

(
一
八
一
○
)
の
訳
。

二

迫
遙
は
、

小
説
は
芸
術

で
あ
る
と

い
う

こ
と

の
説
明
も
、
前
述
の
馬
琴
批
判

と
同
様

の
発
想
、

つ
ま
り

小
説
か
ら
の
目
的

性

の
排
除
と

い
う
方
法

に
よ

っ
て

行
う
。
遣
遙
は
フ

ェ
ノ

ロ
サ
が
芸
術

の
定
義
を
行

う
際

に

「
目
的
」
と

い
う
語

を
使

っ
た

こ
と
に
対
し

て

「
美
術

の
本
義

に
関

し
て
論
理

の
謬
誤
な
き
を
保
た

ず
」
と

い
う

「
疑
団
」
を
表
す

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
の
目
的
性
を
克

服
し
よ
う

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
次

の
よ
う
に
い
う
。

「
某

の
い
は
る
ゝ
や
う
。

(略
)
装
飾

ハ
人

ノ
心
目

ヲ
娯
楽
シ
気
格

ヲ
高

尚

ニ
ス
ル
ヲ
以

テ
目
的

ト
ナ

ス
。
此
装
飾

ヲ
名

ケ
テ
美
術
ト
称

ス
。
」

「
さ
れ
ば
美
術
と

い
へ
る
も

の
は
他

の
実

用
技
と
其
質
異
に
て
、

は
じ
め

よ
り
し
て
規
矩
を
ま
う
け
て
之
を
造
る

べ
う
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
妙
ほ

と
　

神
に
通
じ
て
、
看
者
を
し
て
し
ら
ず
　

神
飛
び
魂
馳
す
る
が
如

 き
幽
趣
佳
境
を
感
ぜ
し
む
る
は
是
本
然

の
目
的

に
し

て
、
美
術

の
美
術
た

る
所
以
な
れ
ど
も
、
其
気
韻
を
高
遠
に
し
其
妙
想
を
清

絶
に
し
、
も

て
人

質
を
尚
う
す
る
の
は
是
偶
然

の
作
用

に
し

て
、
美
術
の
目
的
と
は

い
ふ
可

ら
ず
。
さ
れ
ば
美
術

の
本
義
の
如
き
も
、
目
的

と
い
ふ
二
字
を
除
き
て
、

美
術
は

人

の
心
目
を

悦
ば

し
め

旦
其
気
格
を

高
尚

に
す
る
も

の
な
り
と

い

へ
ば
す
な
は
ち
可
し
。
も

し
否
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
違

へ
り
。」

(
小
説
総

論
)

道
遙

の
主
張
が

「
は
じ
め
よ
り
し

て
規

矩
を
ま
う
け

て
之
を

造
る
」
と

い
う

合
目
的
性

の
排
除

に
あ
る
の
は
明
白
で
、

そ
の
文
脈

に
よ

っ
て
「
美
術

の
本

義
」

か
ら

「
目
的
と
い
ふ
二
字
を
除
」
こ
う
と
す

る
わ
け
だ
が
、

こ
こ
に
陥
穽
が
控

え
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
遣
遙
は
芸
術

の
本
質

(本
然

の
目
的
)
を

「
幽
趣
佳
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境
を
感
ぜ
し
む

る
」

こ
と

に
お
き
、

「
人
質
を
尚

う
す
る
」
と

い
う
芸
術

の
働

き
は

「
偶
然

の
作
用
」

に
す
ぎ
ず

「
美
術

の
目
的
」
で
は
な

い
と

一
往
説
明
し
、

そ
れ

に
従

っ
て
、
芸
術

の
本
質
を

「
美
術
は
人

の
心
目
を
悦
ば
し
め
且
其
気
格

を
高
尚

に
す
る
も

の
な
り
」
と
定
義

づ
け
る

(美
術
の
本
義
)
。

フ

ェ
ノ

ロ
サ

の
定
義
か
ら

「
目
的
」

の
二
字
を
除
き
、
「
人
質
を
尚

う
す
る
」

の
は

「
目
的
」

で
は
な
く

「偶
然

の
作
用
」
だ
か
ら
そ
れ
ま

で
含
め
こ
ん
で
右

の
よ
う
に
芸
術

を
定
義
す

る
の
は

一
見
論
理
的

に
も
見
え
る

の
だ
が
、
実
は

こ
の
段
階

で
遣
遙

は
か
な
り
小
説

の
効
用
と
い
う
陥
穽

に
引
き
ず

り
こ
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
次

の
二
点
か
ら
窺

い
知

ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
第

一
点
は
、

フ

ェ
ノ

ロ
サ

の
定
義

は
芸
術

の
本

質
を

そ
の
社
会
的
効

用
の

面
か
ら

定
義

づ
け
た

の

で
あ

っ
て
、

「
目
的
」
と
い
う
語
自
体
は
ほ
と
ん
ど
問
題

に
な
ら
ず
、
む
し
ろ

遺
遙
は

「気
格

ヲ
高
尚

ニ
ス
ル
」
を
問
題

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
に
も

拘
ら
ず

こ
れ
を

そ
の
ま
ま
認
め
て
し
ま

っ
た
点

で
あ
る
。
第

二
点
は

「人

質
を

尚
う
す
る
」
の
は

「
美
術

の
目
的
」

(
は
じ
め
よ
り
し
て
規

矩
を
ま
う
け
て
)

で
は
な
く

「偶
然

の
作
用
」
だ
か
ら
と
し

て
、

こ
れ
も
あ

っ
さ
り
と
認
め
て
し

ま

っ
た
点
で
あ

る
。
そ

の
た
め

「美
術

の
本
義
」
が
「人

の
心
目
を
悦
ば
し
め
」

と

い
う
本

質
論
と

「
其
気
格
を
高
尚

に
す

る
」
と

い
う
目
的
論

の
両
方

か
ら
出

来
上

り
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ

の

こ

と

は
お
そ
ら
く
迫
遙

の
中

に
あ

る
、
芸
術
を

「
人

の
心
目
を
悦
ば
し
む

る
」
と

い
う
本
質
論
だ
け

で
定
義
づ
け

る
こ
と

の
不
安
を
物
語

る
も
の
で
あ

ろ
う
。
前
述

の
服
部
撫
松

に
お
け
る
政
治

に
対

す
る
も

の
ほ
ど
露
骨
な
も

の
で
は
勿
論
な

い
が
、

「
其
気
格
を
高
尚

に
す

る
」
と

い
う
芸
術

の
有
用
性
を
含
ま
せ
ず

に
い
ら
な
か

っ
た
迫
遙

の
不
安

は
明

治

の
功
利
主
義
的
風
潮
を
考
慮
に
入
れ
る
と
容
易

に
推
測

で
き
る

の
で
あ
る
。

小
説

の
社
会
的
非
実
用
性

に
小
説

の
存
在
理
由
を
置
く

こ
と
が
、

小
説
の
地

位
向
上
や

小
説
の
社
会
的
意
義
の
点
か
ら
見

て
、
か

な
り
不
安

に
感
じ
ら
れ
た

の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
芸
術

の
本
質
論
の
中

に
目
的
論
を
忍
び
こ
ま
せ

る
こ
と

で
、

そ
の
不
安

を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も

の
と

み
て
さ
し

つ
か
え
な
い
の
で
あ

る
。

フ

ェ
ノ

ロ
サ

の
芸
術
論

の
中

に
匂
う
功
利
主
義
的
な
傾
向
を
敏
感

に
感
じ

と

っ
た
遣
遙
は
、
そ
こ
か
ら

「
目
的
」

の
語
を
と
り
さ
る
こ
と

で
そ
れ
を
克
服

し
よ
う
と
し
た
が
、
迫
遙
自
身

の
不
安

の
た
め
、
そ

の

「目
的
」

の
本
当

に
意

味
す

る
と

こ
ろ

の
も

の
は
克
服

で
き
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
通
遙
は

①

「気
格
」
や

「
人
質
」

の
も

つ
倫
理
的
色
彩

に
は
全
く
気

づ
い
て
い
な

い
の
で

あ
る
。
と

い
う
よ
り
も
、

「
気
格
」

や

「
人
質
」
と
い
う
語
の
も

つ
、
明
治

の

社
会

に
対
す
る
有
効
性

の
方
を
む
し
ろ
利
用
す
る

こ
と
で
芸
術

の
定
義
を
普
遍

化

し
よ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら

「
小
説
の
稗
益
」

の
章

の

「
暗

に
実
益
の
存
す

る
」
と
か

「作
者

の
敢
て
望
ま
ざ
り
け
る
稗
益
」
と
か
が
導
か
れ
、

「
小
説
の
利
益
」
を

「
直
接

の
利
益
」
と

「
間
接
の
稗
益

」
と

に
分

け
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
理
由
も
明
白
と

な
る
の
で
あ

る
が
、

「
小
説
総
論
」
の
章

で
は

「
人

の
心
目
を
悦
ば
し
め
」
と

い
う
の
は
芸
術

の
本

質
論

で
あ

っ
た
も
の
が
、

「
小
説

の
稗
益
」

の
章

で
は
、

前
引
の
ご
と
く
目
的

論
的
色
彩
を
増

し
、

「
直
接

の
利
益
」
ま

た
は

「
小
説

の

目
的

」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
芸
術
理
論
を
そ

の
ま

ゝ
小
説

の
理

論

に
適
用
し
に
く
か

っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ

る
が
、

小
説

に
芸
術
と
し

て
の
市
民
権
を
与
え
よ
う
と
い
う
道
遙

の
意
図

と
は
別

に
、
本
来

小
説
と
い
う
文
学
形
態
は
、
詩
歌

な
ど

の
形
態
に
比

べ
て
、
芸
術

の
範
疇

に
納

り

に
く
い
と
い
う
特
徴

の
あ
る
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
詩
歌

な
ど

の
形
態
は

純
粋

に
美
的
享
受

の
さ
れ
易
い
も

の
で
、
そ

の
た
め
社
会
的
実
用
的

な
効
用
か

ら
は
あ
る
程
度
自
由
で
、
感
性

の
世

界
で
の
芸
術
と
し

て
、
独
立
し
た
存
在

意

義
を
も
ち
易

い
も

の
で
あ
る
が
、

小
説
と
い
う
形
態
は
、
そ

の
形
態

の
発
生

そ

の
も
の
が
、
既
成

の
諸
形
態
か
ら

の
逸
脱
を
意
味
し
、
そ

の
た
め
美
的
範
疇

に
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止
ま

る
こ
と
な
く
、
人
間

の
内
面
を
よ
り
十
全

に
把
握
す
る
た
め

に
は
宗
教
、

政
治
、
哲
学
、
道

徳
、
社
会

の
諸
問
題

の
中

に
分
け
入

っ
て
い
く
と

い
う
特
性

が
あ
り
、

そ
の
た
め
、

こ
れ
ら
の
諸
問
題
か
ら
の
拘
束
も
強
く
、
ま
た
、
そ
こ

か
ら
帰
納

さ
れ
る

小
説
の
社
会
的
効
用
性
を
全
く
切
り
捨
て
て
し
ま
う
と

い
う

こ
と
も
、
小

説

の
存
在

意
義
を
考
え

る
場
合

困
難
な

の
で
あ
る
。

こ
の
点

に
関
し

て
、
し
か
し
、
道
遙
は
き
わ
め
て
楽
天
的
で
あ

っ
て
、
芸
術

に
は
有
形
と
無
形

の
二
種
類
が
あ
り
、
音
楽
詩
歌
戯
曲
は
無
形

の
芸
術

で
あ
り
、

「専

ら
心

に
訴

ふ
る
」
小

説
は

「詩
歌
戯
曲
」
の
同
類
だ
と

い
う
、

い
わ
ゆ
る

「
類
別
」
に
よ

っ
て
小

説
と
芸
術
と
を
結
び

つ
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

詩
歌

戯
曲

小
説

の
よ
う
な

「心

に
訴

ふ
る
」
芸
術

は

「
形
な
く
ま
た
声

な
き
人

間

の
情
」
を

「
其

の
主
脳
」
と
す

る
も

の
な
の
で
あ
り
、

そ
の
中
で
も
、

「
人

間

の
情
を
織
な
し
」

「此
人

の
世

の
因
果

の
秘
密
を
見
る
が
ご

と
く

に
描
き

い

だ
す
」
点
に
お
い
て
、
小

説
は
詩
歌
戯
曲
よ
り
も
芸
術
と
し

て
上
位

に
位
置

づ

け
ら
れ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
小
説

の
上
位
性

を
次

の
よ
う

に
い
う
。

「蓋
し

小
説

に
は
詩
歌

の
ご
と
く
字
数

に
定
限
あ
ら
ざ

る
の
み
か
、
韻
語

な
ど

い
ふ
械
も
な
く
、
は
た
ま

た
演
劇
絵
画

に
反
し
て
た
ゴ
ち

に
心
に
訴

ふ
る
を
其
性
質
と
す

る
も

の
ゆ
ゑ
、
作
者

が
意
匠
を
凝
ら
し

つ
べ
き
範
囲

す

こ
ぶ
る
広
し
と
い
ふ
べ
し
。
」

(
小
説

総
論
)

そ
し
て
こ
の
よ
う

に

「
た
ゞ
ち

に
心

に
訴
ふ
る
」

小
説

で
あ
る
た
め
に
は
人

情

の

「摸

写
」
が

必
要
だ
と
し
、

「
人
情
を
摸
擬
し
世
態
を
摸
擬
し
、
ひ
た
す

ら
摸
擬
す

る
所

の
も

の
を
ば

真
に
逼
ら
し
め
む
を
力
む

る
」

(小

説

の
主

眼
)
小

説

に
よ

っ
て
、
読
む
者

は

「
人
生

の
大

機
関
」
を
知

り
「
事

の
曲
直
是
非
当
否
」

を

い
く
ら
か
は
理
解
す
る
よ
う
に
な

る
も

の
だ
と
す

る
。

こ
の
意
味
で

小
説

は

「常

に
人
生

の
批
判

を
も
て
其
第

一
の
目
的
」
と
す

べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。

「
さ
れ
ば

小
説
は
、
見

え
が
た
き
を
見
え
し
め
、
暖
昧
な
る
も
の
を

明
瞭

に
し
、
限
な
き
人
間

の
情
欲
を

限
あ

る

小
冊
子

の
う
ち

に
網
羅
し
、
之
を

も

て
あ
そ
べ
る
読
者
を
し
て
自
然

に
反
省
せ
し
む
る
も
の
な
り
」

(
小
説

の
主
眼
)

こ
の
よ
う

に
小
説

の

「
第

一
の
目
的
」
を
「
人
生

の
批
判

(ク
リ
チ
シ
ズ
ム
)
」

と
見
倣
す

こ
と
自
体

は
、
小

説
を
功
利
的
な
要
件
と
結
び

つ
け
た

こ
と

に
は
な

ら
な
い
が
、
そ
の

「
人
生

の
批
判
」

の
内
実
が

「
事

の
曲
直
是
非
当
否
」

の
判

断
で
あ
り

「
自
然

に

(読
者
を
)
反
省
せ
し
む

る
も

の
」
で
あ
る
と
な
れ
ば
、

こ
れ
は
す

で
に
小
説
に
功
利
性
を
も
た
せ
た

こ
と
に
な

る
の
は
当
然

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
遣
遙
は

小
説
は
芸
術

で
あ
り
、
諸
文
学

形
態

の
中

で
第

一
等

の
も

の

で
あ
る
と
い
う
、

小
説

の
位

置
づ
け
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
小

説

の
存
在

理
由
を

そ

の
功
利
性

に
も

っ
て
き

て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、

「小

説

の
稗
益
」

の
章

の

「人

の
気
格
を
高
尚

に
な
す

事
」
「
人
を
勧
奨

懲
誠
な
す
事
」
と

の
径
庭

は
ほ
と
ん
ど
な
く

な

っ
て
し
ま

う
。

遣
遙
は

こ
の
章

で

「
た
と
ひ
道
徳
の
区
域
を
離
れ
た
る
も
の
と

い

へ
ど
も
、
筍

に
も
人
間
を
警
誠
し

て
其
内
外

の
体
裁
を
ば
改
良
す

る
の
力
あ
り
な
ば
、
総
じ

て
こ
れ
ら
を

通
称
し

て

訓
誠
な
り
と

い
ふ

な
り
け
り
」

と

い
う
が
、
小

説
に

「
改
良
す
る
の
力
」
と

い
う
功
利
性
を
認
め

て
い
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

に
迫

遙
の
い
う

「
摸
写
」

の
概
念

に
も
功
利
性

に
陥
る
要
素
は
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
迫

遙
の
い
う

「
摸
写
」
は
ゾ

ラ
以
後

の
写
実
主
義
と
は
異
な
り
、む

①

し
ろ
十
八
世

紀
ま

で
ぐ
ら

い
の
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
理
論
に
近

い

も

の
で
、
写
実
主
義
自
体

に
価
値
を
置
く
と
か
写
実

に

一
つ
の
方
向
を

も
た
せ

る
と
か

い
う
も
の
で
は
な
く
、

現
実

の
再
現
描
写
に
よ

っ
て
現
実
を
解
釈
す

る

と

い
う
、

い
わ
ば

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
以
来

の
伝

統
的

な
写

実
主
義
で
あ

っ
た
。

遭
遙
が

「小

説
は
常

に
摸
擬
を
以

て
其
全
体

の
根
拠
と
な
し
」

(小
説
の
主

眼
)

と

い

う

時

そ
れ
は
確
か

に
写
実
主
義

の
提
唱
で
あ

る
が
、
小

説

の
根
底
た

る
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写
実

に
全
幅

の
信
頼
を
置

い
て
い
る
か
と

い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

前
述

の
ご
と
く
、
遣
遙
が
価
値
を
置
く

の
は
写
実
の
結
果

で
あ
る

「人
生

の
批

判
」

の
方

で
あ
る
。
遣
遙
は
、
現
実
を
再
現
描
写
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
現
実
を

認
識
す
る
と
い
う
写
実
主
義
の
原
理

に
よ

っ
て
、
小

説
を
独
立
し
た
価
値
あ
る

も

の
と
し
て
位
置

づ
け
る

こ
と
自
体

に
や
は
り
不
安
が
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
写
実
主
義

の
原
理

に
よ

っ
て
存
在
す
る

小
説

の
有
効
性
と

い
う
も

の
が
信
じ
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い

か
。
そ

の
た
め
、

「
摸
写
」

に
よ

っ
て
再
現
し
た

「
造
化

の
翁
が

造
り
倣
し
た

る
活
世

界
」

に
止
ま
る

こ
と
な
く
、

そ
の
次

に
、

そ
の
世
界

に
よ

っ
て

「
自
然

に
反
省
せ
し
む
る
」
と

い
う

「摸
写
」

そ
の
も

の
か
ら

は

一
歩
離
れ
た
と

こ
ろ

に
、

小
説

の
有
効
性
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

こ

の
こ
と
は
、
迫
遙
が

「
摸
写

小
説
」
と

「
ア
ゝ
チ

ス
チ

ッ
ク

・
ノ
ベ

ル
」
と
を

性
急

に
結
び

つ
け
て
し
ま

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
窺

わ
れ

る
。

「摸

写

小
説

(
ア
ゝ
チ

ス
チ

ッ
ク

弓
ノ
ベ
ル
)
は
所
謂
勧
懲

小
説

と
は
全

く
其
性
質
を
異

に
し
た
る
も

の
に
て
、
其
主
意
偏

に
世
態
を
ば

写
し
い
だ

す
に
外

な
ら
ざ

る
な
り
。
」

「故

に
此
種

の
小
説

に
於

て
は
、
あ
な
が
ち
奨
誠

の
意
を
寓
し
て
脚
色
を

ま
ぐ
る
事
を
ば
な
さ
ず
、

ひ
た
す
ら
世

間

に
あ
る
べ
き
や
う
な
る
情
態
を

の
み
描
き

い
だ
し

て
、
さ
な
が
ら
真
物

の
ご

と
く
見
え
し
め
む

こ
と
を
望

み
、
力
め

て
天
然

の
富

麗
を
う

つ
し
、
自
然

の
跣
宕
を
描
き
、
読
者
を
し

て
し
ら
ず
　

其
仮
作

界
に
遊
ぱ
し
め
て
、
而
し

て
隠
妙
不
何

思
儀
な
る

此
人
生

の
大
機
関
を
ば

察
ら
し
む
る
に
い
た
る
も

の
な
り
。
さ
れ
ば
摸
写

主

意
の
小
説

に
は
、
求

め
ず
し

て
誹
刺
誠
誠

の
法
そ
な
は
り
、
暗

に
人
を

教
化
す

る
の
力
あ
り
。
」

(
小
説

の
種
類
)

「奨

誠

の
意
を

寓
し

て

脚
色
を
ま
ぐ
る
」

勧

懲
小
説

の

対
立
概
念
と
し

て

「摸

写

小
説
」
を
位
置
づ
け
、

そ
の
本

質
を

「
読
者
を
し
て
し
ら
ず
　

其
仮

作
界

に
遊
ば
し
め
て
、
而

し
て
隠
妙
不
可
思
儀
な
る
此
人
生

の
大
機
関
を
ば
察

ら
し
む

る
」

こ
と
に
置
く

の
は
ま
さ
し
く
写
実
主
義

の
提
唱

に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
お

そ
ら
く

「
摸
写

小
説
」
を
芸
術

小
説

(
ア
ゝ
チ

ス
チ

ッ
ク

・
ノ
ベ

ル
)

と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
だ
と
思
わ
れ

る
が
、

「摸

写
主
意

の
小
説

に
は
、
求

め
ず

し
て
誹
刺
誠
誠
の
法
そ
な
は
り
、
暗

に
人
を
教
化
す

る
の
力
あ
り
」
と

い

う

「小

説

の
稗
益
」

に
よ

っ
て

「摸
写
小
説
」

の
本
質
を
説
明
せ
ず
に
は
お
か

な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り

「
摸
写
小
説
」
の
本
質
論

に
目
的

論

(
そ

れ
が
偶
然

の
結
果
で
あ
る
に
し
ろ
)
を

つ
け
加
え
る

こ
と
で
、

つ
ま
り

「摸

写

小
説
」

の
効
用
を

つ
け
加
え
る

こ
と
で
そ
れ

に
芸
術
と
し

て
の
存
在
意

義
を
も

た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く

る
と
、
遣
遙

の
主
張
し
た
芸
術
と
し

て
の
小
説

の
独
立

も
写
実
主
義
も

「
小
説

の
稗
益
」

の
章

に

収
敏
し
て
い

っ
て

し
ま
う
の
で
あ

る
。
逆

に
い
え
ば
、
道
遙

の

「小

説
神

髄
』

で
の
小
説

の
芸
術
と
し
て
の
独
立

や
写
実
主
義
と

い
っ
た
表
立

っ
た
主
張
は
、

小
説

の
功
利
性
と

い
う
裏

面
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
と
も

い
え
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
と

い

っ
て

『
小
説
神

髄
』
の
文
学
史
的
価
値
を
低
く
み
よ
う
と
い
う

の
で
は
な
く
、

小
説

の
芸
術
性

や
写
実
主
義
と

い
う
文
学
史

の
方
向

に
小
説
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
際
、

小

説

の
も

つ
功
利
的

な
傾
向
を
克
服
す
る
こ
と
が
如
何

に
む
ず
か
し
か

っ
た
か
と

い
う
迫
遙

の
苦
衷
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

注
①

「気
格
」
の
語
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
ど
う
い
う
英
語
を
使
っ
た
か
は
今
の
と
こ
ろ
不

明
。
「美
術
真
説
」
中
の
語
で
、
明
治
十
五
年
五
月
十
四
日
龍
池
会
の
依
頼
に
よ
る
講
演
。

大
森
惟
中
筆
記
と
あ
る
。
そ
の
訳
文
は
十
月
に
出
さ
れ
た
。

「九
冊
本
」
で
は
気
格

(き

か
く
)

(小
説
総
論
)
、

(き
ぐ
ら
ゐ
)

(小
説
の
稗
益
)
の
両
方
の
読
み
が
な
が
っ
い

て
い
る
。
意
味
は
柳
田
泉
氏
に
よ
る
と
、

「気
象
人
格
」
中
村
完
氏
に
よ
る
と

「品
格
・

精
神
的
境
位
」
。
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②

遣
追
に
お
け
る

「
ミ
メ
ー
シ
ス
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
中
村
完
氏
の
指
摘

が
あ
る
。

「日
本
近
代
文
学
大
系
3
坪
内
遣
遙
集
」

「小
説
挿
髄
」
注
釈
の
補
注
。
ま
た
、
E
。
ア

ウ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
著
篠
田
・
川
村
訳

「
ミ
メ
ー
シ
ス
」

(昭
和
四
十
二
年
三
月
)
を
参
考
に

し
た
。三

 

遣
遙

に
と

っ
て
、

小
説

の
功
利
性

の
問

題
を
克
服
し

に
く
か

っ
た
理
由
は
他

に
も
あ

っ
た
。

そ
れ

は
進
化
論

の
問

題
で
あ

る
。
文
学

の
諸
形
態

の
中

で
、
す

①

で
に
承
認
形
態

に
な

っ
て
い
た
詩
歌
な
ど
と
同
様

の
承
認
形
態
に
な
る
ま

で
小

説
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、

そ
れ

に
止
ま
る
こ
と

な
く
、
文
学
諸
形
態
中

の

「
撮

大
美
術

の
其
随

一
」
に

小
説
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
論
理
づ
け
を
、社
会
的
進
化

の
概
念
を
援
用
す
る

こ
と
で
迫
遙
は
進
め
て
い
く

の
で
あ
る
。
勿

論
、

こ
の
論

理
づ
け
が

う
ま
く

い
く
は
ず
は
な
く
、
迫
遙

の
い
う

小
説

に
い
た
る
進
化
発
展

の
歴
史

は
か

な
り
粗
略
な
も
の
で
あ

る
が
、
次

に
そ
れ
を
図
示
し
て
み
る
。

鬼
神
史

(
魔
イ

ソ
ロ
ジ
ー
)

・
神
代
記

囚

の
進
化
発
展
の
理
由
は

「文

運
の
い
ま
だ
開
け
ざ
り
し
比
」
か
ら

「文
化

の
度
次
第

に
進
」
む
か
ら

で
あ
り
、
⑧

は
、

「
文
化

い
ま

一
と
し

ほ
進
む
に
及

び

て
、
世

の
人
や
う
や
く
羅

マ
ン
ス
の
荒
唐
無
稽

に
倦
む

よ
し
」
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は

「
其
荒
唐
な
る
趣
向
を
減
じ

て
、
漸
く
世
態

の
真
相

を
ば
写
し
い
だ
さ
ま
く
力
む

る
こ
と
は
所
謂

進
化

の
自
然

に
し
て
」
と
理
由
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
◎

に
お

い
て
も
同
様

で

「
寓
意

小
説

(亜

ル
レ
ゴ

リ
イ
)

は
彼

の
単
純
な
る
浮

ヘ
イ
ブ

ル

(寓
言

の
書
)

の
次
第

に
進
化
変
遷
し

て
発
達
な
し
た
る
も

の
」
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
◎

の
演
劇

の
衰
微
と
共

に
そ
れ

に
代

っ
て

小
説
が
あ
ら
わ
れ
る
理
由
を
次

の
よ
う
に
い
う
。

「
さ
て
か
く

の
如

き
進
化
を
経

て
、

小
説
お
の
つ
か
ら
世

に
あ
ら
は
れ
、

ま
た
お
の
つ
か
ら
重
ん
ぜ
ら
る
。
是
し
か
し
な
が
ら
優
勝
劣

敗
自
然
淘
汰

の
し
か
ら
し
む

る
所
、
ま

こ
と

に
抗
し
が
た
き
勢
と

い
ふ

べ
し
。
」

(
小

説

の
変
遷
)

こ
の
よ
う

に
、

「羅

マ
ン
ス
」

か
ら

「
小
説
」

へ
の
過
程

は
そ

の

「荒
唐

な

る
趣
向
」
を

「世

態
の
真
相
を
ば
写
」
す
方

へ
発
展
さ
す
と

い
う
写
実
主
義

の

方
向

に
そ

っ
た
も

の
で

一
往
う
な
ず
け
る
も

の
で
あ
る
が
、
「
亜

ル
レ
ゴ
リ
イ
」

と
、

「
勧

懲
主
義

の
小
説
稗
史
」
と
が

そ
の
寓
意
性

・
勧

懲
性
を

克

服

し

て

「
小
説
」
へ
と
発
展
す
る
過
程
は
説
明
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
だ
け
で

な
く
、

「
那
ベ
ル
即
ち
真
成

の
小
説

の
世

に
行
は
る

ゝ
は
概
ね
演
劇
衰

微

の
時

に
あ
り
」

と
い
う
、
発
展
で
は
な
く
交

替
に
よ

っ
て
、

小
説
の
存
在
が
意
味

づ

け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

小
説

の
存
在

は
、
進
化
発
展
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
突
然
変
異
的

な
発
生

の
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
馬
琴

の
勧

懲
主
義
を
批
判
し

た
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
「
亜

ル
レ
ゴ
リ

イ
」
お
よ
び

「
勧
懲
主

義

の
小
説
稗
史
」

か
ら

「
小
説
」
へ
の
進
化
発
展
段
階

に

つ
い
て
当
然

ふ
れ

る
べ
き
な

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
そ
れ
に

つ
い
て
ふ
れ
な
か

っ
た

の
は
、

こ
の
段
階

で
、
遣
遙

は
お

そ
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ら
く

こ
れ
ら
の

形
態

の
も

っ
て
い
る

寓
意
性
を

切

り

捨

て
が
た
か

っ
た
か
ら

で
賦
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
寓
意
性
は
迫
遙

に
と

っ
て

「
小
説

の
稗
益
」

で
い
う

「暗

に

(存
す
る
)
実
益
」

に
き
わ
め
て
近

い
概
念

の
も
の
に
思
わ
れ

た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
ら

の
形
態
が

そ
の
寓
意
性

(
小
説

の
稗

益
)
を
克
服
し
て
小
説

へ
と
進
化
発
展
す
る
過
程
は
、
迫
遙

に
と

っ
て
は
説
明

不
可
能

の
も

の
で
あ
り
、
強
い
て
説
明
す
れ
ば
、

小
説
か
ら
直
接
に
し

ろ
間
接

に
し
ろ
そ

の

「
稗
益
」
を
全

く
と
り

さ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
文
学
史

の
結

果
を
見
た
我

々
に
と

っ
て
は
望
ま

し
い
も

の
な

の
で
あ

る
が
、
小
説
を

そ
の
有

用
性

に
よ

っ
て
位
置
づ
け
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
道
遙

に
と

っ
て
は
、
む
し
ろ
小

説
と

い
う
形
態
自
体

の
否
定

と
も
な
り
か
ね
ず
、
ま

た
当
面
は

「小

説
の
稗
益
」

の
章

の
否
定

と
な
る
の
は
必
定

で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
社
会

進
化
論

の
援
用

に
よ

っ
て
小
説
と
い
う
形
態

の
優
位

性
を
論
理

づ
け
よ
う
と
し
た
道
遙

の
試
み
は
失
敗

に
終

っ
た
と
み
て
よ

い
と
思

う
が
、
功
利
性

の
陥
穽
は
社
会
進
化
論
自
体

に
も
控
え

て
い
た
わ

け
で
あ
る
。

◎

遣
遙
は

ス
ペ

ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
を

フ

ェ
ノ

ロ
サ
に
よ

っ
て
学

ん
だ
と
み
て

よ

い
が
、
も

っ
と
も
明
治
十
年
頃
か
ら
約
二
十
年
間
は

ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は

④

知

識
人

に
広
く
と
り

い
れ
ら
れ

い
わ
ば
社
会

風
潮

で
も
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、

ス

ペ

ン
サ
ー
の
社
会

進
化
論
自
体
、
功
利
主
義

に
よ

っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
も

の

で
あ
り
、

そ
の
主
張
す
る
適
者
生
存

一
つ
を
と

っ
て
も
、
社
会
的
有
効
性

の
問

題
と
切

り
離
し

て
は
考
え
ら
れ
な

い
も
の
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、

フ

ェ
ノ

ロ
サ
の
芸
術
論
か
ら

「
目
的
」

の
二
字
を
排
除
し
て
も
、

そ
の
功
利
性
自

体

か
ら

は
自
由

に
な
れ
な
か

っ
た
理
由
の
、一
つ
は

こ
こ
に
も
存
す

る
わ
け
で
、

道

遙
が
、
小
説
と

い
う
形
態
か
ら
功
利
的

な
要
素
を
排
除
し
て
芸
術
と
し

て
独

立

さ
せ

よ
う
と
し
て
と

っ
た
方
法
が
、
功
利
主
義

に
支
え
ら
れ
て
い
た
と

い
う

こ
と

は
ま
さ
し
く

ア
イ

ロ
ニ
ー
以
外

の
何
物

で
も
な
い
。

こ
こ
で
も
、
功
利
主

義
的

な
時
代
精
神

の
中

で
小
説
を
独
立
さ
す

こ
と
が
如
何

に
困
難

で
あ

っ
た
か

と
い
う

こ
と
が
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

な
が
ら
、
迫
遙

の
功
利
性

の
克
服
の
困
難

さ
を
時
代
精
神

に
の
み
帰

す

る
こ
と
も
ま
た
問
題

で
あ
る
。

な
ぜ

な
ら
、
そ

こ
に
は
や
は
り
遣
遙
個
有

の

小
説
観

の
問
題
が

あ

っ
た

は
ず
で
あ
り
、

二
葉
亭
四
迷
や
森
鴎
外

の
文
学
理
解

と
比

べ
る
と
、

そ
れ
は
明
確
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ

る
。

「
凡
そ
形

(
フ
ホ

ー
ム
)
あ
れ
ば
薙

に
意

(
ア
イ
デ

ア
)
あ
り
。
意
は
形

に
依

っ
て
見

は
れ
、
形
は
意
に
依

っ
て
存
す
。

(
略
)
其
持
前

の
上
よ
り

い
は
ば
、
意

こ
そ
大
切
な
れ
・
」

(
四
迷

「
小
説
総
齢

)

「世

界
は
ひ
と
り
実

な
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想

の
み
ち

　

た

る

あ

り
。
(略
)
鳥
有
先
生

(
略
)
美

の
理
想

(冠
①
Φ
)
あ
り
と
い
ひ
、
又

こ
れ

に
適

へ
る
極
致

(
冠
o
巴
)
あ
り
と

い
へ
り
。
」

◎

(
鴎
外

「
早
稲

田
文
学

の
没
理
想
」
)

四
迷
の

「
意

(
ア
イ
デ

ア
)
や
鴎
外

の

「
美

の
理
想

(冠
8
)
」

の
よ
う
に
、

「
形

(
フ
ホ
ー

ム
)
」

や

「
実
」
を
そ

の
根

源

に

お

い
て
成
り
立
た
せ
て
い

る
美

の
原

理

・
原
型

(美
的
理
念
)

の
存
在
を
も
し
適
遙
が
信
じ

て
お
れ
ば
、

小
説

の
芸
術
と
し
て
の
独
立

に
関
す
る
考
察
も
お

の
ず
と
異

な
る
も

の
と
な

っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
世
界
を
統

べ
る

「
意
」
ま
た
は

「
想
」

の
言
語
的
表
現
が

文
学

で
あ
る
以
上
、
四
迷
や
鴎
外

に
と

っ
て
文
学

芸
術

の
自
立
性
な
ど
自

明
の

理

で
あ

っ
た
と
み
て
よ

い
。
お
そ
ら
く
そ

こ
に

「
写
実
」

の
概
念
も
位

置
づ
け

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
社
会
的
効
用
性

の
忍
び

こ
む
余
地
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ

う
・
し
か
し
、
遣
遙
は
先
欝

に
こ
れ

へ
の
許
容
を
示

さ
な

い
の
も

適
遙

に

と

っ
て
ア
イ
デ
ァ
に
代

っ
て
、
芸
術
を
独
立
さ
す
要
件
と
し

て
は
、
社
会
的
効

用

の
概
念
し
か
な
く
芸
術

の
本
質
論

に
目
的

論
を
す

べ
り

こ
ま
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

つ
ま
り
社
会
的

な
効

用
を

そ
の
本
質
と
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
芸
術

の
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独
立
を
計
ら
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

い
ず

れ

に
し

ろ
、

「
小

説

神

髄

」

の

「
小

説

の
稗

益

」

の
章

は

こ

の
よ

う

に

書

か

れ

る

べ
く

し

て
書

か

れ

た
。

お

そ
ら

く
、

そ
れ

は
小

説

と

い
う
新

し

い
形

態

に
自

分

の

一
生

の
仕

事

を

賭

け

た

二
十

六

才

の

青
年

の
不
安

の
象

徴

で
も

あ

っ
た

ろ

う
し

、

ま

た
、

小

説

と

い
う

新

し

い
形
態

の
振

子

が
芸

術

的

純

粋

性

と

社

会

的

効

用

性

と

の
間

を

揺

れ

な

が
ら

進

む

こ
と

へ
の
予
見

で
も

あ

っ
た

で

あ

ろ

う

。

『小

説

神

髄

」

一
編

の
暇

理
と

も

み
な

さ
れ

て
き

た

「
小

説

の

稗

益

」

の
章

に

、

む

し

ろ
積

極

的

な

意

味

を

み

い
だ

し
、

小

説

と

い
う

新

し

い
文

学

形

態

に

つ

い
て

そ

れ

が
承

認

形

態

に

な

る
直

前

に
お

い
て

、

近

世

的

な
功

利

性

と

明

治

の
功

利

主

義
的

色

彩

と

の
両

方

か

ら

、

小
説

を

独

立

さ
せ

よ

う

と

し

た
迫

遙

の

苦

闘

を

、

そ

の
新

鮮

さ
と

予

見

性

と

に

お

い

て

評
価

し
よ

う

と

す

る
も

の

で
あ

る

。

注
①

菅
谷
広
美
氏

「
「小
説
神
髄
」
と
そ
の
材
源
」

(早
稲
田
大
学

「比
較
文
学
年
誌
」
第

9
号

昭
和
四
十
八
年
三
月
)
に
よ
る
。

②

遵
遙
に
お
け
る
進
化
論
に
つ
い
て
は
、
越
智
治
雄
氏

「「
小
説
神
髄
」
の
母
胎
」

(「国

語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
一
年
二
月
)
に
詳
し
い
。
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

◎

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
何
を
学
ん
だ
か
は
、
柳
田
泉
氏

「若
き
坪
内
遣
遙
」

(明
治
文
学
研
究

第

一
巻

昭
和
三
十
五
年
九
月
)
に
詳
し
い
。
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

④

②
の
越
智
論
文
で
は

「小
町
田
は
ス
ペ
ン
サ
=
の
学
徒
な
の
だ
」
と
い
う
表
現
が
み
え

る
。
ま
た
、
明
治
前
半
期
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
翻
訳
事
情
は
、
清
水
幾
太
郎
氏

「世
界
の
名

著

46

コ
ン
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
」

(昭
和
五
十
五
年
七
月
)
に
詳
し
い
。
参
考
に
し
た
。

⑤

明
治
十
九
年
四
月
十
日

「中
央

学
術
雑
誌
」
引
用
は
岩
波

版

(昭
和
四
十
年

一
月
)

「二
葉
亭
四
迷
全
集

第
五
巻
」
に
よ
る

◎

明
治
二
十
四
年
十
二
月

「柵
草
紙
」
引
用
は
岩
波
版

(
一
九
七
九
年

一
○
月
)

「鴎
外

選
集

第
十
二
巻
」
に
よ
る
。

⑦

遣
遙
の
イ
デ
ア
理
解
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
適
遙
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
か

っ
た
と
考
え
る
。
拙
稿

「適
遙
の

「理
想
」
」
参
照
。

(活

水
学
院
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集

一
九
七
九

・
一
二
)

一41一


