
鴎外の翻訳文学(五)-鴎外の女性観とリルケとの交渉
を饒って-

言語: jpn

出版者: 明治大学教養論集刊行会

公開日: 2009-04-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 大島, 田人

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/4849URL



鴎

外

の

翻

訳

文

学

(五
)

一
一
-鴎
外

の
女
性
観

と

リ

ル
ケ
と

の
交

渉
を
饒

っ
て
ー

t

大

.

島

田

入

そ

の
終

楽
章

が
そ

う

で
あ

る
が

故

に

「
ト

ル

コ
行

進

曲

の
あ

る

ソ
ナ

タ
」

と

呼

ば

れ

て

い

る

有

名

な

モ
ー

ツ

ァ

ル
ト

の
ピ

ア
ノ
奏

鳴

曲

(
民

.
c。
c。
↑)

の
第

一
楽
章

(
ア
ン
ダ

ン
テ

・
グ

ラ
チ
ナ
ー
ソ
%
拍
子
)

の
主
題

は
、

母

を
失

っ
た

ば

か

り

の
彼

が

、
母

へ
の
思

い
出

を
綴

っ
た
も

:
国

内
6
`
●
出

島

－
n
ド

日

o
一
目

]…
【
6
「
N
…

O

o
ロ
片

白
ロ

オ
巴

5

句
O
ゴ
B

O
「
N

・…

●
:
、
、

の
と

云

わ
れ

、

「
吾
が

母

の
教

へ
給

ひ

し
歌

」

と

し

て
、

「
吾

が

心
、
喜

べ

よ
、

悩

み

を
思

わ
ず

…

…
」

と

い
う

歌

詞

が
あ

っ
た
と

も
伝

え
ら

(
鵠
外

の
場
△
臼
な

ら
母

)

れ

る
が
、
小
泉
純

一
を
し

て
「
國

の
亡
く
な

っ
た
お
祖
母
あ

さ
ん
が
話

し
て
聞

か
せ
た
榑
説
」
と
云
わ
せ
て
い
る
「
山
椒
大

夫
」
を
鴎

外
が
書
き

あ
げ
た

の
も

、
彼

の
母
が
と
み
に
衰
弱

の
度
を
加

え
て
、
死
期

の
近

い
こ
と
を
予
想

さ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
大

正
三
年
十
二
月

の
こ
と
で
あ

っ

註

(
大

正
四

月

一
日
「
心

の
花
」
に
掲

載

∨

、

尭
。
か

つ
て
、
「
一
幕
物
」
に
仕

立

て
よ
う
と
し

て
実
現

に
到
ら

ぬ
儘

に
温
存

さ
れ

て
い
た

こ
の
物
語

が
、
彼

の
所
謂
「
歴
史
離
れ
」
の
意
図
を

具
体
化
す

る
上

に
恰
好

の
素
材

で
あ

っ
た
に
は
相
違
な

か
ろ
う
が
、
そ
れ
が
折
も
折
、
母

の
死

(大
正
五
年
)
を
目
前

に
し

て
、
再
度
採

り
あ

げ

ら
れ

た
と

い
う

こ
と
は
、
果
し

て
単

な
る
偶
然

の

一
致

で
あ

ろ
う

か
。
母

の
愛

唱
歌
を

口
ず
さ
み
、
鴛

ペ

ソ
を
五
線
紙

に
、
指
を
鍵
板

に

走
ら

せ
な
が
ら

民
・。。
。。
H
ソ
ナ
タ
を
作
曲
す
る

モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
脳
裡

に
は
、
母

の
思

い
出

の
数

々
が
走

馬
燈

の
様

に
駈

け
巡

り
、
彼

の
泣
き

濡
れ

た
眼

に
は
、
若
き

日
の
美

し
い
母

の
懐
し

い
面
影
が
、
彼

の
半
身
を
宿

し
て
鈍

い
光

沢
を
放

つ
ピ

ア
ノ
の
側
面

に
彷
彿
と

o
<
⑦
「
‥
目

し

て
い
た

こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
「
山
椒
大
夫
」

の
筆

を
進

め
る
鴎
外

の
脳
裡

に
も
、
所
謂

「
男

ま
さ
り
」

で
、
「
家
内

の

一
部

か
ら
意
地

の
強
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い
人
」

と
思

わ
れ

る
程

に
理
智

の
勝

っ
た
女
性

で
、
「
余
り
進
取
的

で
な

い
夫
」
を
助

け

て
、

「
柔

に
勤

め
も

し
、
強
く
諌

め
も
し
」

て
過
失

な
き

を
期

し
、
「
乏

し

い
家
計

を
切
り
盛

り
し

て
、

子
女

の
育
成

に
全
精

力
を
傾

注
し
た

五
十
年

余

の
生
涯
」
、

そ
れ

は
、

「
そ

の
す

べ

て

の

望

み
が
満

ち
た
り

た
筈

の
」
「
晩
年
」

に
到

っ
て
も
、
自

分
達

夫
婦

の
為

に
、

「
小

さ

い
時

か
ら
苦
熱

を
掛
け

て
ゐ

な
が
ら
」

「
な
ほ
全

き
和

ら
ぎ

に
身

を
浸
す

こ
と
を
得
ず
」
「
結

局

は
か
な
く
も

、
さ
び

し

い
、
そ
し

て
平
凡
な
女

の

一
生

で
は
な

か

っ
た
か
」

と
思

う
と
、
心

か
ら

の

尊
敬
と
感
謝

を
捧

げ

て
巳
ま

な
か

っ
た
彼

だ
け

に
、

様

々
の
母

の
思

い
出
が

、
そ
れ

が
既
往

に
遡
れ
ば
遡

る
程
、
「
夢

の
よ
う

に
」
美
し
く
懐

し
い
衣
裳
を
纒

っ
て
甦

っ
て
来

た

の
で
あ
ろ
う
ゆ
利

他
的

で
あ

り
非
利

己
的

で
あ

る
が
故

に
、
総

て
の
感
情
的

絆

の
中

で
最

高

の
愛

で
あ

り

最
高

の
徳

で
あ

る
と

看
倣
さ
れ

て
い
る

「
母
性
愛

」
も
、

そ
れ
が
最

高
度

に
発
揮

さ
れ

る
の
は
、

未

だ
子
が
幼
く

て
、

完
全

に
母
親

に
依

存

し

て
い
る
間
だ
け

で
、

子
供

が
成

人

し
て
母
親

の
胸

か
ら
抜
け
出

し
て
行
く

に

つ
れ

て
、・
「
最
高

の
愛

」
「
最
高

の
徳
」

と
神

聖
親
さ
れ

た

筈

の

「
母
性
愛

」

は
、
梢
も
す

れ
ば
、
「
偏
愛
」

と

か

「
盲
愛
」

と

か
、

悪
意
あ

る
言
葉

に
置

さ
換

え

ら

れ
、
「
利
他
的

・
非
利

己
的
な
挫

く
国
ユ

6
●

司
「
o
§

ヨ

～

弓
庁
●

》
昌

o
h
ト
o
く
訂

険
)

格
」

は

]
転

し

て
、

最
も

「
利

己
的
」

な
そ
れ

へ
と
変
貌
す

る
と

云
わ

れ

る
が
、
確

か
に
、
老
醜

を
曝

ら
し
、

し
げ
夫
人

の
姑

と
し

て
彼

を

'悩

ま
し
た
峰

刀
自

は
、
彼

に
と

っ
て
、
決

し

て

「
あ

る
可
き

」
母

の
姿

で
は
な
か

っ
た

で
あ

ろ

う
。
だ
が
、
「
現
実

の
母
」

の
姿

が
そ
う

で

あ
れ
・ば
尚
更
、
遠

い
過
去

の
思

い
出

の
中

の
、
最

も
美

し

い
姿

に
於

い

て
彼
女

を
繋
ぎ

と

め
た
か

っ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
母

に
対

し

て

(小
堀
杏
奴
「
晩
年
の
父
」
)

終

生
変
ら

ぬ
尊
敬

と
感

謝
を
捧
げ

た

の
も

、
「
母
親

の
命
令

に
は
絶
対

服
従

で
あ

っ
た
」

の
も
、
「
孝
」

の
徳

目
を
重

ん
じ

た

の
も
、
す

べ

て

は
、

彼

の

「
悟
性
」

の
な

せ
る
業

で
も

な
け
れ
ば
、
「
教

え
込

ま
れ

た
」

或

は

「
先
験
的
」

な
倫

理
観

で
も
な
く
、

や

は
り
、

彼

の
幼
少

の

頃

の
思

い
出

の
裡

に
生
き

て

い
る

「
あ

る
可
き
母
」

の
イ

メ
ー
ジ
が
そ

の
根
抵

と
な
り
、

そ
れ
が
彼

の

「
叡
智

」

に
よ

っ
て
処

理
さ
れ

て
、
・

そ
う
し
た

か
た
ち
を
と

っ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
「
ど
う
し

て
も
灰
色

の
鳥

を
青

い
鳥

に
見

る

こ
と
が
出
來

な

い
」
鴎
外
、
「
青

い
鳥

を
夢

の
中

に
尋

ね

て
ゐ
る
」
鴎

外

の
姿
が

こ
こ
に
も
見

出
さ
れ

る
の

で
は
な

い
か
。
「
慰

し

い
、
美

し

い
、
懐

か
し

い
夢

の
国
と
し

て
の

『
故
郷
』

ど
、

「
自

分

の
研
究

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
こ
と

に
な

っ
て
ゐ
る

學

術
を
眞

に
研

究
す

る
に
は
、

そ

の
學

問

の
新

し
い
田
地
を
開
墾

し

て
行
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ぐ

に
は
・

ま
だ
種

々
の
要
約

の
關
け

て
ゐ
る
國
」

の
そ
れ
と

は
寸

將

に

「
歴
史

離
れ
」
と

「
歴
史

そ

の
儘
」

の
関
係

に
照
応
し
、
「
あ

る
可

き
女
性
」

の
姿
と
、
現

実

の
そ
れ
と
も
呼
応
す

る
の
で
は
な

い
か
。
・

む

む

「
山
椒
大

夫
」

が

「
安
壽
」

の
獄
身

に

ス
ポ

ッ
ト
を
当

て
て
画

か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
コ

ー
寸
氣

象

の
あ

る
女
」

が
鴎
外

の
好
む

女
性

の

タ
イ
プ

の

一
つ
で
あ

っ
た

こ
と
と
共

に
既

に
多
く

の
研
究
家

に
よ

っ
て
指
摘

さ
れ

て
い
る
。
岸
田
美
子
さ

ん
は
、
こ
の
辺
り
を
と
り
纒

め

て
、

「
一
寸
気

象

の
あ

る
女

の
氣
塊

が
高
ま

っ
た
究
極
」

が

「
こ
の
献
身

と
い
ふ
事

に
な

る
の
で
は
な

い
か
」
と

み
て

い
る
が
、
私

は
更

に
、

こ

の

「
女

の
気
塊
」
を
高

か
ら

し
め
る
か

ひ
の
根
抵

に
、
「
母
性
愛

」

の
潜
在

し

て
い
る
の
を
認

め
度

い
。
「
厨

子
王
」

を
し
て

「
姉
え
さ

ん
の

け
ふ
仰

や
る
事

は
、、
ま

る
で
神
様

か
佛
様

が
仰

や

る
や
う

で
す
。

わ
た
し
は
考
を
極

め
ま

し
た
。

な

ん
で
も
姉

え
さ
ん
の
仰
や
る
通

に
し
ま

す
」
と

ま
で
感
動

せ
し
め
た

の
は
、
安
寿

の
裡

に
母
性
愛

の
強

烈
な
発
動
を
認

め

て
、
そ

こ
に
無

限

の
信
頼
を
寄

せ
安
心
を
得

た
か
ら

で
は

あ
る
ま

い
か
。
私

は

こ
こ
で
も

、
「
父

は
母

の
命
令

に
は
絶
対
服
従

で
あ

つ
た
」
と

い
う
小
堀
杏
奴

さ
ん

の
追
懐

の
言
葉

を
思

い
出
す
。

,
こ
の
安
寿

の
献
身

に
連

っ
て
思

い
起
さ
れ

ゐ
の
は
、
「
山
椒
大

夫
」
が
発
表

さ
れ

た

大
正
四
年

の
十
月

に
書

か
れ

た

「
最
後

の

一
句
」

の

「
桂

屋
太
郎
兵
衛
」

の
長
女

「
い
ち
」

の
そ
れ

で
あ

る
。

入
水
し
だ
時

の
安
寿

が
十

五
歳
、

い
ち
は
十
六
歳
、

い
ち

の
異

腹

の
弟

で
姉
と

共

に
奉
行
所

に
赴
く

「
長
太
郎
」
が
十
二
歳
、

厨
子
王

は
十
三
歳

と
、
年
恰
好
も
殆
ど
同
じ

で
あ

る
。
而
も
、
厨
子

王
は
陸

奥
橡

正
氏

の
嫡

男
、
長
太
郎
も
桂

屋

の
跡
取

り
。
二
人
共

に
姉

か
ら

「
家
」

の
再
興

の
使
命
を
託

さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
て
、
末
尾

に
到

っ
て
、

「
元
文
頃
の
徳
川
家
の
役
人
は
・固
よ
り

『
ヨ
、無

罪

ム
』
と
い
窪

語
も
知
ら
ず
・
又
常
時
の
蟹

に
は
撃

と
云
藷

語
も
な
か
つ
た
.

の
で
、

人
間

の
精
神

に
、
老
若
男
女

の
別
な
く
罪
人
太
郎
兵
衛

の
娘
に
現
れ

た
や
う
な
作

用
が
あ

る
こ
と
を
、
知

ら
な
か

っ
た
の
は
無

理
も

な

い
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
然

し
乍
ら

「
い
ち
」
は

「
安
壽
」

と

は
ま
た
違

っ
た

タ
イ
プ

の
少

女

で
あ

る
。
「
い
ち
」

に
は

「
女

丈
夫
」
め

面
影

が
あ

る
。

鴎

外

は
白
州

で
の
取

調

の
条

を
書
く
と
き
、

フ
レ
ソ
ツ

ェ
ル

(
](
恥
「
戸
当

《ド巨
0
ピ目

司
『
O
口
N
Φ
})

の

「
女
丈
夫

～

(
0
ぴ
曽

ざ
詳
Φ

口
◎
昆

①
『
)
…
…
明
治

二
五
年

八
月

「
國
民

の
友
」

に
抄

訳
…

の
法
廷

の
場
面
を
思

い
浮

か
べ

て
い
た

よ
う

に
思

わ
れ
て
な
ら
な

い

…
…

否
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々
、

裁
判
長

は
人

の
心

と

い
ふ
も

の
を
知
軟

玉
は
ぬ
に

こ
そ
、

か

ほ
ど

の
大
事

を
成

さ
む

に
は
、

わ
が
念
力
を
頼
ま

む

こ
と

お
も

ひ

の
外
.に
・

容
易

か
る
べ
く
、

人

の
す
す

め
に
依
ら
む

こ
と
な
か
な
か

に
む
つ

か
し

か
る
べ

し
…
…
と
は
、
「
い
え
、

申

し
た
事

に
間
違

は
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」
と
言

い
放

つ
い
ち

の
言
葉

の
翻
訳

に
ほ
か
な
ら

な

い
。
「
安
壽
」

が

「
早
く

お
父
様

の
入
ら

つ
し

ゃ
る
庭

へ
往

き

た
い
わ
ね
」
と

じ
れ

て
、
弟

の
厨
子
王

か
ら

「
姉
え

さ
ん

。

ま
だ

な
か
な

か
往

か
れ

は
し
な

い
よ
」
と
賢

し
げ

に
窮

め
ら
れ
、

「
さ
う

で
す
と
も
。
.今

ま

で
越

し

て
来

た
や

う
な
山
を
澤

山
越

し
て
、
河

や
海

を
お
船

で
度

々
渡

ら
な
く

て
は
往

か
れ
な

い
の
だ

よ
。
毎

日
精

出
し

て
大
人

し
く
歩

か
な

く

て

は
」
と
母

に
諭

さ
れ

て
も

ま
だ
、

「
で
も
早
く
往
き
た

い
の
で
す
も

の
」
と
駄

々
を
捏

ね
、

伊
勢

の
小
萩

か
ら
も
そ

の
無
邪
気

さ
を
愛

さ
れ

て
、
姉
妹

の
誓

を
し
、
「
日

の
暮

を
待

っ
て
小

屋

に
締

れ
ば
」

弟
と

「
手
.を
取
り
く
口
づ
て
筑
紫

に
ゐ
る
父
が
慰
し

い
、
、
佐
渡

に
ゐ

る
母
が
慰

し
い
と
、
]言

っ
て
は
泣
」

く
と

い

っ
た
如
何

に
も
群

い
少
女

と
し

て
印
象
ず

け
ら
れ

る
よ
う

に
書
き
出

さ
れ

て

い
る

の
に
対

し

て
、
「
い
ち
」

む

ロ

は

「
當
年

十
六
歳

に
し
て
は
稗
く
見

え
る
、
痩
肉

の
小
娘
」
と
あ

る
だ
け

で
あ

る
。
従

っ
て
、

そ

の
舞

さ

は
、
身
代

り
を
決
意

し

て
か
ら

の
彼

女

の
上

に
余

り
色
濃
く

投
影

し

て
来

な

い
。
「
男
勝

り
」

の

「
女
丈

夫
」
と

い

っ
た
印
象
が
強

い
の

は
、

そ
う

し
た
二
人

の
描
写

の
違

い
か

へ

ほ

こ
さ

き

ら
も
来

て
い
る
の
か
も

し
れ
な

い
が
、
後

半

で
も
、

い
ち
が

「
最
後

の

一
旬
」

に

「
献
身

の
中

に
潜

む
反
抗

の
鉾

」
を
鋭
く
閃

め
か
し
て
い

へ

む

む

む

る
の
に
対

し
て
、
安
寿

の
そ
れ

は
賢
く

は
あ
る
が
終
始
忍
従
内

至
無
抵
抗

の
姿
勢

に
於

い
て
提

示

さ
れ

て
い
る
。

そ
れ

は
、
結

局
同
じ

「
歴

史
離
れ
」

の
意
図

の
も
と

に
も

の
さ
れ

た
作

品

で
は
あ

っ
て
も
、

む

し
ろ

「
誠
刺

小
説
」

の
色
彩

の
強

い
そ
れ
と

「
メ
ル
ヒ

ェ
ン
」

と

の
相

違

に
帰

す

る
の
か
も
.し
れ
な

い
。

メ
ル
ヒ

ェ
ゾ

で
あ
れ
ば

こ
そ
、

稚

い
頃

の
思

い
出

の
中

に
生

き
続
け

る

「
い
ち
」

よ
り
も
更

に
高

い
次

元

に
於

け

る

「
あ

る
可
き
」

母

の
梯
を
そ

の
儘

に
安
寿

を
画
く

こ
乏
が

で
き

た

の
で
は
な

い
か
。

鴎

外
が
心
惹

か
れ

た

コ

寸
氣
象

の
あ

る
女
」

は
、

そ

の

・「
献
身
」

の
姿
勢

に
於

い
て
、
大
体

三

っ
の
型

に
分

け

ら

れ

・る
。

創
作

で

は

「
う
た

か
た

の
記
」

の

マ
リ
イ
や

「
文

つ
か

ひ
」

の
イ
イ
ダ
姫
、

翻
訳

で
は

「
女

の
決

闘
」

…

ナ
イ

レ
ソ
ベ

ル
ク

(
国
巳
o
目
●
Φ
偏

)

明

治

四
四
年

…

の
女

房
・
'
「
山
彦
」

…
ヒ

ッ
ペ

ル

(
、国
■
廿
逸
y

明
治

三
五
年

「
芸

文
」
・:
.の

レ
ナ
ァ
テ

・
ヘ
ル

エ

エ
ゲ
、

ズ

ウ
デ

ル

マ
ソ

一27-・



(
ω
昆

雲

彗
白
目
ロ
)
の

「
花
束

」

(
ζ

O
品

O
)
…
明
治

四

一
年

「
歌

舞
伎

」

の

マ
ル
ゴ

オ
、.

「
寂

し

き

人

々
」
(国
日
切
P
日
⑦

冨
Φ
日
切
魯

晋

)

の

ア
ン

ナ

・
マ
ア

ル
、

イ
プ

セ

ン

の

ノ

ラ
、

熟

れ
も

「
張

り

の
強

い
、

気

の
勝

っ
た
」

女

性
達

で
あ

り
、

訳

出

の
動

機

も

ま

た

そ
う

し
た

タ
イ

プ

の

エ
ゴ

女

性

へ
の
関

心

に
あ

っ
た

に
相

違

な

い
が

、

彼
女

達

の

「
献

身
」

は
、

彼

女
達

の
.
「
我

」

へ
の
そ

れ

で
あ

る
。
所

謂

「
利

己
的

個
人

主
義

」

で
あ

る
。

「
自

然

主
義

的

な

本

能

的
自

我

」

へ
の

「
獣

身

」

で
あ

る
。

「
雁

」

の
お

玉
も

そ

の
崩

し
を

示

し

て
い

る
。

こ
れ

が

そ

の

一
つ
の
タ

イ
プ
。

「
安
壽

」

や

「
い
ち
」

は
、

そ

の

「
本

能

的
自

我

」

を

越

え

た
所

謂

「
利

他
的

個

人

主
義

」

の
実

践
者

と

し

て
描

か
れ

て
い

る
が
、

こ

の

型

は
更

に
二
分

さ
れ

て
、
「
女

丈

夫
」

型

と
、
「
理

想

的

母

性
」

型

に
な

り
、

鴎

外

は
安

寿

を

「
見

果

て
ぬ
夢

」

「
美

し

い
夢
」

の
裡

に
そ

っ

と

生

き

る
唯

、一
人

の
女
性

と

し

て
、

彼

女

の
献
身

を
最

高

の
次

元

に
置

い
て

い

る
。

而

し

て
、

エ
リ

ス

・
る

ん

・
品

・
佐

代

・
五

百

・
デ

ェ

メ

ル

(O
O
庁
0
ヨ
⑦
」
)

の

「
顔

」

(
O
㊤
ω

口
O
巴
O
宮

)
…

明
治

四

二
年

「
心

の
花

」

…

の
妻
、

シ

ュ

ニ
ッ
ラ

ア

(
切
6
●
巳

自
O
叶
)

の

「
み
れ

ん
」

八
切
9

叶
げ
o
昌
)

…

明
治

四

五
年

「
東

日
」

…

の

マ
リ

イ
、

潮

っ
て

は
、

「
即

興

詩

人

」

の

ア

ヌ
ソ

チ

ャ
タ
…

…
、こ
れ
等

の
女

性

群
像

は
、

悉

む

む

く
第

二

の
型

か
第

三

の
型

に
近

い

「
一
寸
気

象

の
あ
る

女

」

達

で
は
あ

る
が
、

「
賎

妓

に
も

乞

食

の
娘

に
も

一
寸
氣

象

の
あ

る
女

と

い

ふ
も

の

は
有

之

候
學

問

に
も

何

も

依

ら
ず

候

」

(書
簡
)
、

「
家
畜

の
群

の
女

の
中

に
も
貴

婦

人

の
及

ば

ぬ
女

が

あ

る
」

(假

面
)
と

云

っ
て
の
け

る
鴎

外

は
、

「
黄
金

杯
」

(
ω
四
『
恥

リ』
恥
一〇
〇
一5
ロ
)

…

ヴ

ッ
セ
ル

マ
ソ

(
司

画
切
切
窪

目
彗

ロ
)

…

明
治

四

一
年

「
明

星
」

…

の

サ

ラ

ァ
、

レ

ン
ジ

ェ
ル

(
[
o
昌
句
司
Φ
一)

の

「
豪
光

」

…
大

正

三
年

「
番

紅

花

」

の

フ
ィ

ル

ッ
ァ

ア

の
様

な

無
智

な
下

脾

や

無
邪

気

で
擬

で
あ

る

が

故

に
巧

ま
ず

し

て
捨
身

に
な
れ

る
女
達

の

「
没
我
」

の

「
獣
身
」
を
も
見
逃

し
て
は
な

い
の
で
あ

る
。
鴎
外

の
あ
と
を
追
う

て
遙

る
く

日
本

ま
で
や

っ
て

来

た
現
実

の

「
エ
リ

ス
」
も
確

か

「
少

し
足
り
な
い
位

に
思

は
れ

る
」
善
人

で
あ

っ
た
筈

で
あ

る
。
だ
が
、
第

三

の
型

の
典

型
は

「
安
壽
」

唯

一
人

で
あ
る
。
そ
う
し

て
、
「
山
椒
大
夫
」
と
云
う
素
材
が

「
歴
史
離
れ
」

し
た
さ
に
書

こ
う
と
す

る
作
品

の
そ
れ
と
し

て
採

り
あ
げ
ら
れ

「
安
壽
」

の
献
身
が
文
字
通

り

「
女
性

の
」
そ
れ

と
し

て
画
き
出
さ
れ

て
い
る

の
は
、

や
は
り
私
が

こ
の
稿

の
冒
頭

に
示

し
た
よ
う
な
場
面

一28



構
成
が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
解
釈

せ
ざ
る
を
得
な

い
。
鴎

外

に
と

っ
て

「
山
椒
大
夫
」
.の
素
材

は
正
し
く

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

「
吾
が
母

の
教

へ

給

ひ
し
歌
」
だ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

そ
れ

に
し
て
も
、
鶴
外

の
歴
史
小
説

に
は
、
岡
崎
義

恵
氏
も
指
摘

さ
れ

て
い
る
様

に
自
己

の
外

に
あ

る
或

る
目
的

の
為

に
己
を
犠
牲
す

る

者
が
多
く
登
場
す

る
。
h
安
壽
」
も

「
い
ち
」

も
例
外

で
は
な

い
。

そ

こ
で
暫

く

こ
の
二
人

の
獄
身
も

「
母
性
型
」

と
か

「
女
丈
夫
型
」
、と

い

っ
た

神
付

か
ら

は
ず

し
て
、

鴎
外

の
所
謂

「
老
若

男
女

め
別
な
く
…
三
」
め

裡

に

一
応
解
消

し

た

上

で
、
「
献

身
」
或

は
」
利
他
的
個

人
主
義
」
と

い

っ
た
甚

し
く
理
想
主
義
的
神
秘
主
義
的

な
考
え
方
が
ど

の
辺
り
か
ら
ひ
き
出
さ
れ

て
来

た
も

の
か
を
探

っ
,て
み
ゐ

こ
已

に
す

る
。

、

「
理
想
的
な
自
我

の
姿
を
現
実

の
自

己
及
び
自

己
の
周
囲

か
ら
超
越

し
た
過
去

の
人
物

の
中

に
見
出
」
そ
う
と
す

る
彼

の
試

み
は
、
乃
木
夫

妻

の
殉
死

へ
の
感
動

が
契
機
と
な

っ
て
実
現

し
た
と
云

わ
れ

る
が
、
宗
教
と
理
性
、
全

と
個
、
神
話
と
歴
史
と

い

っ
た
課
題

を
採

り
あ
げ

た
一

所
謂

「
五
條
秀
麿
」

も

の
の
系
列

に
■於

い
て
追
求

さ
れ

て
来

た

「
絶
対
的
権
威
」

に
対
す
る

「
自
我
」

と
共
に
、

こ
の
問
題

が

「
妄
想
」
や

「
青
年
」

の
系

列

に
於

い
て
提
起
さ
れ
、

こ
の
二
.つ
の
流
れ
が

「
殉
死
」
事
件

に
ぶ

つ
か
り
、
大
き
く
溢
れ

て

一
本

の
流
れ
と
な

っ
た

の
が

歴
史
小
説
だ

と
も

い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

と

こ
ろ
で
、
「
正
直

に
試
験

し

て
見
れ

ば
、

何
千
年

と
い
ふ
間
満
足

に
護
戻
し

て
來

光

日

本
人
が
、
そ

ん
な

に
反

理
性
生
活

を
し
て
ゐ

よ
う
筈

は
な

い
。
初

か
ら
知
れ
切

っ
た
事

で
あ

る
」
と
云
う
鴎
外

の
悟
性

に
少

な
か
ら
ず
満
足

む

む

を
与

え
た
で
あ

ろ
う

と
思
わ
れ
る

こ
の
理
想
的
自
我

へ
と
彼

を
み
ち
び

い
た
も

の
は
何

だ

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。

一
「

"

・
こ
こ
で
、
「
元
文
頃

の
徳
川
家

の
役
人

は
、
固

よ
り

「
マ
ル
チ
リ

ュ
ウ

ム
」
と

い
ふ
洋
語
も
知

ら

ず
、

又
当
時

の
僻
書

に
は
献
身

と
云
ふ

謹
話
も
な

か

つ
た

の
で
…
…
」

の
条

を
思

い
起
し

て
み
る

と
へ

ど
う
や
ら
、・
「
献
身
」
と

は

・「
舶
来
」

の

「
現
代
思
想
」
一
で
あ

る
ら
し
い
。
.

そ

こ
で
、
そ

の

「
舶
来
」

の
「
現
代
思
想
」

の
所
在
を
探

っ
て
、
「
か
の
や
う

に
」
が
明
治
四
五
年
、
「
妄
想
」

や

「
な

の
り
そ
」
が
四
四
年

パ

「
青
年
」
が
四
三
年

と
瀕

っ
て
行
く
と

へ
鴎
外
が
文
壇

に

「
復
活
」
七
て
華

々
し

い
活
躍
を
開
始

し
た
四

二
年

に
到

?
て
漸
く
そ
れ
ら
し

い
も
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、

、

の

に

つ
き

当

っ
た
。

こ

の
年

の
十

月

に

「
太
陽

」

の
第

十

五
巻

第

十

三

号

に
掲

載

さ
れ

た

リ

ル
ケ

(男
自
⌒目
①
『

ζ
白
「
」卿
.]同
一已
h
O
)

の

「
家
常

、

茶

飯
」

(
口
四
切
吋
伴
σq
=
9

0
↑
而
ぴ
o
ロ
)

の
翻
訳
と
、

記

者
と

の

一
問

一
答

の
か
た
ち
で

リ
ル
ケ
を
紹
介
し
た

「
現
代
思
想
」

な
る

一
文
が
そ

れ

で
あ

る
。

周
知

の
通
り
、

本
邦

に
於
け
る

リ
ル
ケ
の
紹
介

は
、

こ
れ
を

以

て
矯
矢
と
す

る
。

ま
た
、

五
月

に
は
、
「
遭
難
」

が
そ
れ
を

予
告
す

る
よ
う

に
発
表

さ
れ

て
い
る
。

明
治

四
二
年

二

九
〇
九
)

と

い
え
ば
、

リ
ル
ケ
は
未

だ
三
十
三
歳

。

鴎

外

は
、会

「
僕
な

ん
ぞ
よ
り

は
殆

ど
二
十
年
も
若
い

。
俸

に
持

っ
て
も
好

い
や
う
な
男

で
す
」
と
云

っ
て
い
る
。

従

っ
て
、

後
地

で
も
、

リ

ル
ケ
の
研
究

は
、

鴎
外
も

「
私
も

よ
く

は
知

り
ま

せ
ん
。
誰
も
知
ら
な

い
で
し
よ
う
」
と
云

っ
て
い

る

が
、

未

だ
初
期

の
こ
と
で
、

鴎
外
が
披
見

し
た
と
想

わ
れ

る

即

苗
昆

」合

く
8

0
忍

o
巨

由

叶
。
巳

ぎ

弍
吻
在

日

書
目
2

呂

陣
ユ
①
愚

完

p

(法
言

見
目

・・
。
R

Φ
叶
g

Φ
無
量

ω8
曇

合

g

"o
Φ
ω皇

ω
。冨

古品

。
目

・

O
o
答
目
口
昆

・
H8
吋)
も

余

り

正
確

な

も

の

で
は

な

い
由

で
あ

る
。

と

こ
ろ
.で
、

「
家

常
茶

飯

」

の
第

一
場

で
、

書

家

の

ゲ

オ

ル

ク

・
ミ

ル
ネ

ル
と

姉

の
ゾ

フ

フ
イ

ィ

の
聞

に
次

の
様

な

対
話

が

あ

る

…

…

書

家

。

で
も

姉

さ

ん
が

、

朝

か
ら
晩

ま

で

お

つ
母

さ

ん

に
付

い

て

い

て
世

話

を

す

る

の
は
、

随
分

苦

し

い

で

せ
う
。

長
年

の
事

だ

か
ら

。
何

ん

で
古

年
寄

と

い

ふ
も

の
は
、

ど

ん
な

に
世
話

を

し

て
も

、

そ

れ

を
有

難

い
な

ん
ぞ

と

思

っ
て
は
呉

れ

な

い
も

の

で
す

。

そ

れ

に
病

気

で

で
も

あ

る
と
澗

蹟

を
起

し

て
無

理

な
事

も

い

ふ
で

せ
う

。

晴

分

つ
ら

か
ら

う

と
、

僕
だ

つ
て
察

し

て
ゐ

ま
す

よ
。

姉

。

お
前

が

さ
う

お
言

ひ

な
ら

、

わ

た

し

は
打

明

け

て

お
前

に
言

ひ

ま

せ
う

が

ね
。
實

は
わ

た

し
が

お

つ
母

さ

ん

の
世
話

を
す

る

の
も

、

因

襲

の
外

の
關
係

な

の
で
、

わ
た

し
は
生
涯
を
そ

の
關
係

に
委

ね
た
と

い
ふ
も

の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
よ
。

…
…
實

は
ね
。

お

つ
母
さ
ん
と

い

そ

し
て
わ

た
し

は
或
縁

の
な

い
人

に
出
く

は
し
た

の
ね
。
そ

の
人

わ
た
し
は
そ

の
人

に
世
話

を
し

て
や

つ
て
、
そそ

藥
を
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ふ
も

の
に
は
、

と
う

に
別
れ

て
し
ま

つ
た
か
も
知
れ

な
い
の
で
す

よ
。

が
人
手
を
借
ら
な
ぐ

つ
て
は
ど
う
す

る
事

も
出
・來
な

い
。
可
哀

相
な
人
だ
も

ん
だ

か
ら
、

の
人

の
爲

に
は
、
わ
た
し
が
ゐ
な
く
な

つ
て
は
、
ど
う
も
な
ら
な

い
や
う

な
工
合

に
な

つ
た

の
ね
。
晩
方

に
窓
掛
を
締

め

て
や
れ

ば
、

ひ
る
ま
え

、
の
人

の
爲

に
は
夜
に
な
り
、
午
前

に
窓

の
戸

を
明
け

て
や
れ
ば
、
そ

の
人

の
爲

に
は
朝

に
な

る
で
せ
う
。
物
を
喰
べ
さ
せ

る
の
も
、



飲

ま
せ
る

の
も

み
ん
な

わ
た
し

の
手

で
す
る

の
で
せ
う
。

さ
う

い
ふ
風
に

そ

の
可
哀
相

な
人

は
わ
た
し

に
便

る
の
だ
か
ら
、

わ
た
し
は
又

そ

の
人

の
助

に
な

る

の
を
自
分

の
爲
事

に
し

て
ゐ
る

の
で
す
。

そ
れ
が
今

お
前

に
言

は
れ

て
見
れ
ば
、

わ
た

し
の
お

つ
母
さ

ん
な

の
ね
。

く
だ

り

そ
う
し

て
、
鴎
外

は

「
現
代
思
想
」

の
中

で
、

こ
の
条
を
次

の
様

に
解
説

し

て
い
る
…
・:

…
…
そ
れ

は
此
脚
本
め
主
意

で
も
な

ん
で
も
無

い
、

只
そ

の
中

の

エ
ピ

ソ
ー
ド

に
現
れ

て
ゐ

る

一
事
件

で
す
。
主

人
公

の
書
家

の
姉
え
さ

ん
と
お

つ
母
さ

ん
と

の
關

係

で
す
。
姉
え
さ

ん
が

お

つ
母
さ

ん
に
劃

し
て
ゐ

る
所
を
見
ま
す
と
、
其

形
跡

か
ら
見

れ
ば
、

天
晴
孝

子
で
す
。

よ
め
に
も
行

か
な

い
で
、

一
身

を
犠

牲

に
し
て
お

つ
母
さ

ん
を
大
切

に
し
て
ゐ

ま
す
。
そ

こ
で
そ

の
思
想

は
ど

う

で
す
。

あ

の
弟

と

の
対
話

を

よ
く
諌

ん
で
御
覧

な
さ

い
。

わ
れ
わ
れ

の
教

へ
ら
れ

て
ゐ

る
孝

と
云

ふ
思
想

は
跡
形

も
な
く
破

壊

せ
ら
れ

て
ゐ
ま
す
。
決

し

て
母
だ

か
ら

大
切

に
す

る

の
で
は
無

い
の
で
す
。
そ

こ
で
今

こ
こ
に

一
人

の
葡
萄
茶
式
部
が

ゐ
る
と

想
像

し

て
御
覧

な
さ

い
。

そ
し

て
そ

の
娘
も

お

つ
母

さ

ん
を
大
切

に
七
て
ゐ

る

の
で
す
。
此
娘

は
高
等

の
教
育

を
受

け
た

の
で
、
英
語

が
謹

め
ま
す
。
そ

こ
で
現
代
詩

人

の
作

を
読

ん
で
ゐ

る
の

で
す
。
此
娘

の
思
想

は
、
脚
本

に
あ
る
姉
え
さ
ん

の
思
想

と
違

っ
て
ゐ

る
で
せ
う

か
、
同
じ

で
せ
う

か
。

一
寸

こ
れ
だ
け

の
事
も
考

へ
て
見

れ
ば
、
深
く
考

へ
て
見
れ
ば
、
倫
理

上
教
育
上

の
大
問
題

で
す
。

続

い
て
・
鴎
外

は
バ

ア
ナ
ア
ド

・
シ

ヨ
才

の

「
悪
魔

の
弟
子
」

の
主
人
公

ジ

ッ
吻

(悪
魔

の
弟
子
)
の
場
合
を
例

に

と

っ

て
、

偶
然
訪

ね

た
牧
師

の
家

で
、
折

か
ら
不
在

だ

っ
た
牧

師
と
間
違

わ
れ

て
敵

兵

に
と
ら
わ
れ

る
が
、
牧
師

に
は
、
何

の
恩
義
も

な

い
の
に
、
牧
師

の
為

に

間

違
わ
れ

た
儘
連
行

さ
れ

て
ゆ
く
、
そ

の
デ

ッ
ク
は

「
非
常

な
仁
人

と

か
義

士
と

か
に
見

え

る
で
せ
う
。
併

し
デ

ッ
ク
の
思
想

は
わ
れ
わ
れ

の
教

へ
ら
れ

て
ゐ

る
仁
だ

の
義
だ

の
と
云
ふ
も

の
と
は
丸

で
違

っ
て
ゐ

る
の
で
す
…
…

「
家
常
茶
.飯
」

の
書

家

の
姉
え

さ
ん

の
孝
行
と
好
く

似

て
ゐ
ま
す
。

か
ふ
い
ふ
虚

を
考

へ
て
御
覧

な
さ

い
、
ど
れ
だ
け

の
大
問
題

が
此
中

に
潜

ん
で
ゐ
る
か
と

云
ふ

こ
と
が
わ

か
り
ま
せ
う
。
そ

こ
で
こ
ん
な
風
な
考
も
、
勢
起

ら
ず

に
し
ま

ふ
わ
け

に
は
行
き
ま
す
ま

い
。

一
体
孝

で
も
、
又
仁

や
義

で
も
、
そ

の
初

め

に
出
来

た
時

の
あ

り
さ
ま

は
或

ぱ
現
代

の
作

品

に
現
れ

て
ゐ

る
や
う

な
物

で
は
無

か

っ
た

の
だ

ら
う
か
。
全
く
同

一
で
無

い
ま
で
も
、
ど
れ
だ

け
か
似
た
所

の

.
＼

.

/
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の
あ

る
物

だ

っ
た

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

そ
れ
が
年
代

を
経

て
、

固
ま

っ
て
し
ま

っ
て
、

古
代
宗

教

の
思
想
が
、

寺
院

の
掟

に
な
る
や
う

に
、
今

の
人

の
謂

ふ
孝

と
か
義

と

か
に
な

つ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
と
、

こ
ん
な
風
な
事
も
思

は
れ

る
で
せ
う
…
…
」

と
、
人

間
関

係

の
真

実

の
姿

は
、
我

々
が

「
因
襲

の
外
に
」

出
た
と
き
、
初

め

て
所

謂
時
間

の
観
念

を
超

越
し
た
永
遠

の
姿

に
於

い
て
啓
示

さ
れ

る

の
だ

と
云
う

「
家
常
茶
飯
」

の
テ
ー

マ
に
触
れ

て
い

る
。

こ
れ

は
、
「
追
灘
」

の
末

尾
近

く

に
、
「
乞
↑Φ
言
ω
o
げ
Φ

に
藝
術

の
夕
映
と

い
ふ
文
が
あ

る
。
人

が

老
人

に
な

つ
て
か
ら
、.
若

か

っ
た
時

の
事

を
思

っ
て
、
記
念

の
祝
を
す

る
や
う

に
、
藝
術

の
最

も
深
く
感

ぜ
ら
れ

る
の
は
、
死

の
魔
力

が

そ
れ
を
籠
絡

し

て
し
ま

つ
た
時

に
あ

る
。
伊
太
利

に
は

一
年

に

一
度
希
膿

の
祭

を
す

る
民
が
あ

る
。
我
等

の
内

に
あ
る
最

も
善

な
る
も

の
は

古

い
時
代

の
感
覚

の
遺
傳

で
あ

る
か
も
知

れ
ぬ
。

日

は
既

に
没
し
た
。
我
等

の
生

活

の
天

は
、
最

早
見
え
な
く

な

つ
た
日

の
鹸
光

に
照

ら
さ

れ

て
ゐ

る
と

い
ふ
の
だ
。
藝
術

ば

か
り

で
は
無

い
。
宗

教
も
道

徳
も
何

も
か
も

同
じ
事

で
あ

る
」

と

い
う
条

に
照
応
す

る

の
で
は
な

い
か
。

鴎
外

の
最
初

の
口
語
体
小
説

で
あ
る
「
半
日
」
が
書

か
れ

た

の
も
、

こ
の
年

の
三
月

で
あ

っ
た
。
妻

の
精
神
が
異
常

な

の
で
は
あ

る
ま

い
か

と
考

え
た
り
、
「
精
神

の
褒
詞

で
な

い
と
す
れ
ば
、
心

理
上
に
此
女
を

ど
う
解
決
出
來

よ
う
。
孝

と

い

ふ
や
う
な
固

つ
た
概
念

の
あ

る
國

に
、
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夫

に
射

し
て
姑

の
事
を
あ

ん
な
風

に
云

っ
て
、
何
と
も
思

は
ぬ
女
が
、
ど
う

し
て
出
来

た

の
か
。
西
洋

の
思
想

か
ら
見

て
も
、
母
と

い
ふ
も

の
は
神

聖
な
も

の
に
な

つ
て
ゐ

る
か
ら
、
夫

に
対

し
て
姑

を
侮
辱

し
て
も
好

い
と
思

ふ
女

は
先

づ
あ

る
ま

い
。
東

西

の
歴
史

は
勿
論
、
小

説

を
見

て
も
、

お
れ

の
妻

の
や
う
な
女

は
な

い
」

と
慨
歎
す

る

「
半

日
」
博

士

の
脳
裡

に
も
、

こ
の

「
家
常
茶

飯
」

の
テ
ー

マ
が
思

い
浮

か
べ

ら
れ

て
い
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

「
家
常

茶
飯
」

で
は
、

こ
の
後
、
画
家

の
家
を
訪

ね
て
来

た

「
學
書
士

ロ
イ
ト
ホ

ル
ト
」
と
姉
と
画
家

の
間

で
、
次

の
様

な
会
話
が
交

わ

さ
れ

る
…
…

學
士
。

・…
:
一
農
耕
思
想

と

い
ふ
も

の
が
、
も
う
纏

っ
て
出
來

て
ゐ
る

の
か
ど
う
だ

か
、
も
う
少

し
待

っ
て
見

な
く

て
は
分

か
ら
な

い
と
思

ふ
の
で
す

か
ら
。

..・…
わ
た
く

し

の
考

で
は
、
破
壊

せ
ら
れ

た
奮
思
想
が
、
随

即
新

思
想

だ
と

は
認

め
ら
れ
な

い
や
う

に
思

ふ

の
で
す

よ



書
家
。

そ
れ

で
も
君
も
奮
思
想
が
取
附

け
ら
れ

て
し
ま
ふ
と

い
ふ

こ
と
だ
け

は
認

め
て
ゐ
る

の
で
す

ね
。

姉
口
そ

し
て
そ
れ
を
取
片
解
け

る

の
が
當

然
だ
と

い
ふ

こ
と
も
認

め
て
入
ら

つ
し
や
る
の
で
せ
う
。

・

・

學

士
。
さ
う
な

る
と
、

一
度

に
は
ち

つ
と
問
題

が
太
き

過
ぎ
ま
す

ね
。
事

に
よ

つ
た
ら
骨

を
折

っ
て
奮
思
想

を
破
壊
す

る
の
も
徒
螢

で
は
な

い
か
と
思

ふ
の
で
す

。
な
ぜ
と

い
ふ
の
に
、
折
角
奮
思
想
を
取
片
附

け
て
し
ま

つ
て
も
、

そ

の
跡

の
、

石
瓦

に
覆

は
れ

た
地
面

の
上

に
は

新
思
想

は
芽

ざ

し
て
來

な

い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
か
ら
。
.
新
思
想

の
生

え

て
来

る

に
は
、
何
庭

か
別

に
新

し

い
地
面
が
入

る

の
で
は
な
い
で

せ
う

か
。

一

.

・

、■
4

姉
。
そ

れ

で
は
あ

な
た
は
、

こ
の
世
界

に
ま
だ

ど

こ
か
人

の
手

の
鰯
れ

な
い
新

し

い
土
地
が
あ

る
や
う

に
思

っ
て
入
ら

つ
し
や

い
ま
す

の
偽

學

士
。

え
え
。
も

し
人

の
手

の
鰯
れ

な

い
土
地
が

も
う

な

い
と

い
ふ
段
に
な
れ

ば
、
そ
れ

は
新

し

い
土
地
が
海

の
中

か
ら
湧
き
出

て
も
好
、い

で
せ
う
。

〆

書
家
。

君
は
詩
人

で
す

ね
。

・

.

・

畢

生
。

さ
う

で
す

ね
。
一詩

人
な
ら
、
君

な
ん
ぞ

の
讃

ま
な
い
奮

派
詩
人

で
せ
う
O

書

家
。

い
や
。

僕

は
新

派
も
奮
派

も
謹

み
ま
せ
ん
よ
。
妙

な
土
合

で
、

僕
も
誰

か

の
句
が
氣

に
入

っ
て
覚

え

て
ゐ

る

こ
と

は
あ
る

の
で
す
。

そ
れ
が

ロ
・オ

マ
ソ
チ

ヅ
ク
の
詩
人

で
あ

つ
た
り
、
デ

カ
タ

ン
で
あ

つ
た
り
す
る

の
で
す
。
佛
蘭

西
、
伊
太
利
、
凋
逸
、
露

西
亜
、
ど

の
國

の
も

の
だ

か
分

ら
な
く

な
る

こ
と
も
あ

る
の
で
す
。
氣

に
入

っ
た
句

は
、

ど

の
詩
人

の
で
も
み
ん
な

一
人

で
作

っ
た
も

の
の
や
う

に
、
僕

に
は
思

ぱ
れ

る

の
で
す
。

學

士
。
そ
り
や
あ
、

そ
れ
も

一
理
あ
り
ま
す

よ
。

ど

の
詩
人

の
背
後

に
も
唯

一
の
詩
人
が

ゐ
る

の
で

せ
う

か
ら
。

書

家
。

ふ
ん
。
神

だ
と

い
ふ
の
で
す

か
。

こ
の
辺

り

は
、
「
現
代
思
想
」

で

「
現
代
詩
人

の
中

に
は
晴
分
敬
虚

な

や
う
な
、
自

家

の
宗
教
を
持

っ
て
ゐ
る
ら
し

い

人
が
あ

る
の
で
す

一33
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か
ら
ね
。

リ

ル
ケ
な
ん
ぞ
も
其

方

で
す

よ
○

か
う
な

る
と
、

二
面
解
決

の
端
緒

が
見

え
さ
う

に
な

る
と

共

に
、

一
面

問
題

は
愈
大
き
く

な

る

で
せ
う
。
併

し
よ
し
や
そ

ん
な
風

に
根

本

の
観
念

は
生
ま
れ
憂

っ
て
来

る
か
も
知
れ

な

い
と

し
て
も
、
宗
教
上

に
寺
院

の
破
壊
が
大
事
件

で

あ

る
と
同
じ
わ
け

で
、

固

ま

っ
た
道
徳
観
念

の
破
壊

も

大
事
件

に
相
違
あ

り
ま

せ
ん

…
…
」

と

い
う

条

に
相
当
す

る
。

こ
れ

は

「
五
條

秀

麿

」
も

の
や

「
妄

想
」

の
系

列

に
於

い
て
鴎
外

の
手
繰

っ
た
思

索

の
糸

の
原
形

で
は
あ

る
ま

い

か
。
「
現
代
思
想
」

で
は
言
及
さ
れ

て
い
な

い
が
、
「
家
常
茶

飯
」

の
第

二
場

で
、

因
襲

の
外

の
尺
度

で
は
な

く
、

日
常
生
活

の
そ
れ

で
量
れ

る
よ
う
な
幸
福

は
な

い
か
と

い
う
画
家

の

問

に
対

し

て
、

ヘ
レ
ネ
か
ら

「
こ
の
部

屋

の
中

に
」

は
、
「
鹸

程
前

か
ら
」
「
さ
う

い
ふ
幸
福

の
影
が

漂

っ
て
ゐ
る
」
「
そ

の
隠
れ
た
幸
福

と
、

あ

な
た
の
生
活
と

は
、
息
が
合

っ
て
」

い
る
よ
う

に
.、
「
一
つ
の
呼
吸
を

し

て
い
る
」
「
い

つ
も
傍

に

い
て
、

あ
な
た

の
目

に
留
ま
ら
な

い
や

う

な
人
が

い
る

の
で
は
な

い
か
、
そ

の
人

は
始

り
あ
な

た

の
生
活

に
密
接

な
関

係
を
持

っ
て
い
る

の
で
、
あ

な
た
は
、
そ
れ
を
家
常

の
茶

飯

の
よ
う

に
思

っ
て
氣
附

か
な

い
で

い
る

の
で
は
な
い
か
」
と

「
日
常
生
活

の
裡

に
潜
む
幸
福
」

の
実
在
す

る

こ
と
を
示
唆

さ
れ

る
と

こ
ろ
も

「
妄
想
」

の
所
謂

「
日

の
要
求
」

云

々
の
条

や
、
「
高
瀬
舟
」

の

「
喜
助
」

な
ど

の
発
想

法

に
も
関
連

し
て
い
る
よ
う
だ
。

「
ケ
ル
ン
テ
ソ
」

に
代

々
土
着

し
て
、
「
幾

百
年

か

の
」
「
因
襲

」

に

「
縛
ら
れ
」

た

「
森

の
な
か
な

る
七

つ
の
城

に
、

三
枝

に
花

を
咲

か

せ
た
」
貴
族

の
家

に
生

ま
れ
、

思
想
も
貴
族
的

で
、

ゴ
ビ

ノ
オ
や

ニ
イ

チ

エ
に
似

て

「
先
祖
自
慢
」
す

る
、
「
日
本
人

に
余
り
縁
遠
く
な

い
、

細

お
も

て
の
容
貌

で
、

眼
光
が
嫡

々
と

し
て

い
る

の
に
、

エ
ル

レ
ン

・
ケ
イ

に
も

似
た
女
性
的

な
お
と
な
し

い
人
」
、
ド

イ

ツ
'・
フ
ラ
ン

ス
・

イ
タ
リ

ア
と
、
「
欧

州
大
陸
を
半
分
位
」
も
旅

し
て
、
「
同
臭

の
も

の
を
尋
ね
」

廻
り
、

そ

の
作
風

は
、
・「
イ
プ

セ
ン
の
や
う

な
細
工
も

な

い

が
、

底

に
は
幾
多

の
幻
怪

な
も

の
が
潜

ん
で
ゐ

る
大
海

の
面

に
、
可
哀
ら

し
い
小
小
波
が
う

ね

つ
て
ゐ
る
や
う

な
」
、
或

は
、
「
シ

ヨ
パ

ソ
の

音

楽

の
や
う
」

に

「
優

し

い
、
情

深

い
、
そ
れ

か
と
思

ふ
と
、
勿
然
武
士
的

に
花
や

か
に
な

つ
て
、
時

と

し
て
残

刻
に
も

な

る
や
う

な
慮
が

あ
る
」
「
社
倉
」

に
対
す

る
態
度

に

は
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
臭

い
所

も
あ

り
」
「
都
會

嫌
」

だ
が
、
「
ハ
ウ
プ

ト

マ
ン
は
大
好
」
、

ロ
ダ

/
に
傾

倒

し
て
、
「
ロ
ダ

ン
の
仕
事
場

に
入
り
浸

り
に
な
」

り
、
「
ロ
ダ

ン
を
評

し
た

の
だ

か
、
自

家

の
主
観
を

吐
露

し
た

の
だ
が
分

ら
な

い
や
う
な
、
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頗

る
好
情
的

な
本
L
を
書
き
、

「
今

の
大
陸

の
隊
羅

巴

は
死

ん
だ
欧
羅

巴
だ
と
云
ふ

の
で
、

エ
ネ

チ

ア
を
愛

し
て
生
気

の
あ

つ
た
時
代

の
遺

跡

を
慕

っ
て

(
過
去

の
岸

に
沿
う

て
船

を
行

る
)
」
と
云
う

リ
ル
ケ
。
「
多

く
.の
師

に
ぱ
逢

っ
た
が
、

一
人

の
主

に

は
逢

は

な

か

つ
た
」
と
歎

く
鴎
外

は
、

ど
う

や
ら
、

リ

ル
ケ
の
裡

に
、
彼

を
慰
籍
す

る
に
足

る
側
面
を
可
成
多
く
見
出

し
て
い
た
の
で
は
あ

る
ま

い
か
…
…

「
現
代

思

想
」

で

「
先

頃
我

百
首

の
中

で
、
少

し
リ

ル
ケ
の
心
持

で
作

っ
て
見

よ
う
と

し
た
所

が
、

ひ
ど
く
人

に
馬
鹿

に
せ
ら
れ
ま
し
た
よ
。
」
と
云

っ

て
い
る
。
「
我
百
首
」
(「
昂
」
明
治
四
二
年
五
月
)
に
収

め
ら
れ

て
.い
る

.

役
人

は
わ
が

目
の
う

ち
に
身

を
投
げ

て
死

に
給

ひ
け
む
來

ま
さ
ず
な
り

ぬ

み
心

は
い
ま
だ

お
ち
ゐ
ず
蜂
去

り
て

コ
ス
モ
ス
の
茎
ゆ
ら

め
く
如

く

な
ど
が
、

そ
れ

で
は
な

い
か
。

あ
と

ま

た
、

リ

ル
ケ

の
作

品

の
翻

訳

は
、

こ
の
後

、

翌
年

の

一
月

に

「
白

」

(弍

面
戸の
切
Φ
の
∩
芦
口
n
犀
)

が

「
趣

味

」

の
第

五

巻
第

一
号

に
、

「
駆

落
」
.(
H
U』6

H口
口
6
犀
什)

が

、

明

治

四

五
年

一
・月

「
女

子

文
壇

」

の
第

八
年

第

一
号
、

「
老

人
」

(
口
器

け
Φ
)

が

、
大

正

二
年

一
月
「
帝

國
文

學

」

の
第

十

九

巻
第

一
号

に
い

そ

う

し

て
、

大

正

五
年

一
月

「
白

衣

の
夫
人

海

邊

に
於

け

る

一
場

」

(U

－Φ

司

Φ
一留
ρ

国
口
房
江
目

口

口

吻
σ9
Φ
9

P
目

ζ
O
Φ
「
)

…

「
演

塾

主

報

」

第

三
年

第

・一
号

と
、

「
家
常

茶

飯

」

共

々
、

五
篇

に
も

及

ん

で

い
る
。

創

作

で

は
、

「
牛

鍋

」

(
明
治

四
二
、
「
心

の
花
」)

の

コ
永
遠

に
渇

し

て
ゐ

る
目
L
の
女

、

「
電

車

の
窓

」

(明
治
四
三
、
「
東
亜
の
光
」
)

で
、

「
僕
」

づ

に

「
窓
」

を
閉

め
て
も
ら

っ
た
女
め
瞳
が
語

る

「
あ
な
た

の
な
す

っ
た
事

は
報

の
た
め
に
な
す

つ
た
の
で
は
ご
ざ

い
ま
す
ま

い
。
事

に
よ

つ

た
ら
、

わ
た
く

し
の
ど

こ
か
が
お
氣

に
召
し

て
、
お
慰

に
な

つ
た
故
だ
と
仰
や

る
か
も
知

れ
ま
せ

ん
が

、
そ
れ

は
報

の
た
め
に
な
す

っ
た
と

い

は

ず

み

ふ
も

の
で
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
何
事
を
致

す

に
も

、
そ

の
位

の
機

勢

は
無
く

て
は
な
り
ま
す

ま

い
。
そ
れ

は
報

の
た
め
と

は
申

さ
れ
ま
す

ま
い
。

若

し

そ

ん
な
機
勢

も
無
く

て
何

か
致
す

の
が
宜
し

い
の
で
ご
ざ

い
ま

し
た
ら
、
そ
れ

は
理
窟

で
あ

つ
て
、
思
慮

が
あ

つ
て
致
す

の
で
、
そ

の

致

す
事
が

温
み

の
無

い
も

の
に
な

つ
て
し
ま
ひ
ま
せ
う
。
あ
な
た
が
報

の
た
め

で
無
く
、

わ
た
く

し
に
お
手
を
お
惜

し
な
さ

つ
た
の
が
、

わ
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た
く

し
は
嬉

し
う
ご
ざ

い
ま
す
。

わ
た
く

し
に
は
あ
れ
だ
け

の
事

も
、
世

の
中

に
ま
だ
身
勝
手

や
愁
心

か
ら

で
無
く
、
何

か
し
ら
す

る
人

の

く
だ
リ

ノ

あ
る
兆

の
や
う

に
思

は
れ
ま
す
」

と
あ

る
条

に
も
、

リ

ル
ケ
の
姿
が

投
影

し
て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

て
な
ら
な
い
。

愛
妾

の
許

に
走

っ
た
儘
長

い
年
月

の
問
帰
ら
な

か

っ
た
夫
が

い
よ
い
よ
今

日
帰

る
と

い
う
知

ら
せ
を
受
け

て
喜

ぶ

「
白
衣

の
夫
人
」

に
妹

の
モ
ソ
ナ

・
ラ
ラ
が
、

姉
え
さ
ん
は
よ
く
そ

ん
な

に
長

い
間
、
我
慢

し
て
入
ら

し
た
、

妾
な

ん
ぞ

に
は
と
て
も

で
き
そ
う
に
な
い
、
ど
う
し

て
我
慢

し
て
い
た

の
か
と
質
す

と
、
夫
人

は

「
そ
れ

は
わ
た
し

の
血
も
湧
き
返

っ
て
ゐ
た

の
だ
が

ね
。
ど
う

か
す

る
と
わ
た
し

の
血

の
叫
ぶ

聲

に
、
お

た
し
は
夜
中

に
目
を
麗

し
て
、
わ

た
し
の
泣

い
て
ゐ
る

の
に
氣
附

い
て
、
暗

の
中

で

一
人
笑

っ
て
、
わ
た
し

の
枕
を
、
裂
け
る
ほ
.

ど
噛

ん
だ
事
も
あ

る
の
だ

よ
。
硬
度
或

る
さ
う
云

ふ
暗

の
事

だ

つ
た
が
、

わ
た
し
は
今

で
も
覚

え
て
ゐ

る
、
守
本

の
ク
リ

ス
ト
様

を
十
字

架

に
附
け
た
膠
が
と
け

て
、

お

が
落

ち
て
来

た
事

が
あ

る
。

わ
た
し

の
熱

は
そ
れ

ほ
ど
だ

つ
た
の
だ

よ
。
雨
醤

を
伸
ば

し
た
お
姿
が
、
わ

た
し
の
袋

の
上

に
傭
伏

し

に
な

っ
て
お
出
な
す

つ
た
。
」
と

云
う
。

ラ
ラ
が
、
「
そ
れ

で
も
、
賄

え
さ
ん
さ
あ
な
た

に
は
強

い
力
が

お
あ
り
な

す

つ
た
の
で
す
ね
、」

と
感

動
す

る
と
、
「
な

に
、
そ
れ

は
力

で
は
な

い
の
だ

よ
。

そ
れ
は
只
慾

な
の
だ

よ
。
物

惜
し
み
な
の
だ

よ
。

わ
た
し

は
後

々
の

一
夜

の
薦

め
に
何
年

か
の
間

の
火
を
養

っ
て
置

い
た
の
だ
。
そ

の

一
夜
が
今
來

る

の
だ
ね
。
わ
た
し

の
顔

は
美

し
い
。
わ
た
し

の

輕

い
足

の
下

を
、
大

地
が

一
叢

の
雲

の
や
う

に
支

へ
て
ゐ
る
。
も
う
あ
し
た

は
わ
た
し
年
が
寄

っ
て
し
ま

つ
て
も
好

い
の
だ

よ
。
」
と
云
う
、

こ
の

「
夫
人
」

の
姿
勢

は

「
忍
従
」

そ

の
も

の
で
あ

る
。
而
も
裡

に
劃

し

い
嵐
を
蔵
し

て
い
る
。
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ラ
ラ
は
い
よ
い
よ
感
動

し
て
、
「
姉
え
さ

ん
。
あ
な

た

の
体

か
ら

は
豪
光

が
さ
し
て
ゐ

ま
す

わ
。

あ
な
た

に
は
女
王

の
強

さ
が

お
あ
り
な

さ

い
ま
す
ね
」

と
云

い
、
「
わ
た

し
は
身

の
限
り
心

の
限

り
、
あ
な

た
の
爲

め
に
毒

し

て
お
上
げ
申

し
た
い
わ
。
」
と
云

っ
て
、

姉

の
前

に
脆

く
。

こ
の
ラ
ラ
の
姉

へ
の
奉
仕

の
心
も
、
「
足
腰

の
立

つ
間

は
、

よ
し
や
お
暇
が
出

て
も
、

影

の
形

に
添

ふ
や
う

に
離

れ
ぬ
」

と
誓
う

「
文

吉
」
の
そ
れ
を
思
わ
せ
、
安
寿
も
「
豪
光

の
さ
す

や
う
な
喜
を
額

に
湛

へ
て
、
大
き

い
目
を
赫

か
し
て
ゐ

る
」
の
で
あ

る
。
「
安
壽
」
を

「
白
衣

夫
人
」
に
、
'
「
厨
子

王
」
を

「
ラ
ラ
」

に
見

立

て
み
る
と
、

夫
人

の
袋

の
上

に
落

ち

て
来

た
守
本
尊

の
キ
リ

ス
ト
像
ま

で
が
、

ど
う
や
ら
地



ノ

蔵
尊

の
お
守

り
に
何

か
関
係
が

あ

る
の
で
は
な

い
か
と
さ
え
思
わ
れ

て
来

る
。

「
わ
た
し

の
事

は
構

は
な

い
で
、

お
前

一
人

で
す

る
事
を
、

わ

た
し
と

一
し
よ
に
す

る
積

で
し

て
お
く
れ
。
」
と
厨
子

王
に
云

い
き

か
せ
、

た
と
え
、

ど

ん
な

に
責

め
ら
れ

て
も
耐
え

て
み
せ
よ
う

と
云

っ
て
の
け
る
、

こ
の
辺
り

に
は
、
「
白
衣

の
夫
人
」

の

「
忍
従
」
、
「
家
常
茶

飯
」

の
ゾ

フ
フ
イ
の

「
獄
身
」

の
悌
が

覗
れ

る
。
「
今

は
音
を
忍

が
岡

の
時
鳥

い
つ
か
雲
井

の
よ
そ
に
名
告

ら
む
」
と

「
流
儀
違

の
和
歌
」

を
書

い
た
安
井
仲
平
。

「
お
佐
代

さ

ん
が
奢
修

を
解

せ

ぬ
程

お
ろ

か
で
あ

つ
た
と
は
、
誰
も
信
ず

る

こ
と
が
出
来

な

い
。

又
物

質
的

に
も
、
精
神
的

に
も
、
何
物

を
も
希
求

せ
ぬ
程
括
憺

で
あ
つ

た
と
は
、
誰

も
信
ず

る

こ
と
が
出
來

な

い
。

お
佐
代

さ
ん
に
は
撞

か
に
尋
常

で
な

い
望
が

あ

っ
て
、
真
前

に
は

一
切

の
物

が
塵

芥

の
如
く
卑

し
く
な

つ
て

ゐ

た
の
で
あ

ら
う
。

お
佐
代

さ
ん
は
何

を
望

ん
だ

か
。
世
間

の
賢

い
人

は
夫

の
榮
達
を
望

ん
だ

の
だ

と
云

っ
て
し
ま

ふ
だ
ら
う
。

こ
れ
を
書
く
わ

た
し
も
そ
れ

を
否
定

す

る

こ
と
は
出
来

な

い
。
併

し
若

し
商
人
が

資
本

を
卸

し
財

利

を
謀

る
や
う

に
、

お
佐
代

さ

ん
が
螢
苦

と
忍

耐
と
を
夫

に
提

供

し
て

ま
だ
報
酬

を
得

ぬ
う

ち
に
亡
く
な

っ
た
と
云

ふ
な
ら
、

わ
た
く

し
は
不
敏

に
し

て
そ
れ

に
同
意
す

る

こ
と
が
出
來

な

い
。

お
佐
代

さ

ん
は
必
ず

や
未
来

に
何
物

を

か
望

ん
で
ゐ

た
だ
ら
う
。
そ

し

て
瞑

目
す

る
ま

で
美

し

い
目

の
視
線

は
遠

い
、
遠

い
所

に
注
が
れ

て
ゐ

て
、

或

は
自

分

の
死
を
不
幸
だ

と
感
ず

る
鯨
裕

を
も
有

せ
な

か

つ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。
其

姿

の
対

象
を
ば
、

或

は
何
物

と
も

し
か

と
解
識

し
て
い
な

か

つ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
已

…
…

こ
の

「
安
井
夫
人
」

に
も
、
「
無
償

の
献
身
」
「
忍
從
」

「
奉
仕

の
精
神
」

「
運
命

へ

の
全
き
信
頼

」
.
そ
う

し
て

「
因
襲

の
外
」

に
あ
る
永
遠

の
生

へ
の
渇
仰
が
見
出

さ
れ

る
。

而

し
て
、

「
ち

い
さ

ん
ば
あ
さ

ん
」

の

「
る
ん
」

の
献
身

と

云
い
、
.「
最
後

の

一
句
」

の
献
身

と
云

い
…

…
、
青
年

の

「
利
他
的
個
人
主
義

」

と
云

い
…
…

ど
う

や
ら

四
二
年

以
降

の
鴎
外

に

と

っ
て
、
「
リ

ル
ケ
」
は
身

を
寄

せ
る
可
き
有

力
な

「
塁
」

で
あ
り
、
「
脱
帽
」
す

る
に
足

る
若

き

「
師
」

で
あ

っ
た

こ
と

は
間
違

い
な

さ

そ

う

で
あ

る
。
そ
う

し
て
、

安
寿

や

い
ち

の
献
身

の
出
所

を
追
求

し
て
、

リ

ル
ケ
に

つ
き
当

っ
て
み
る
と
、
何
事

に

つ
け

て
も
非
常

に
高

い
要

求

を
持

っ
て
い
た
鴎
外
が
、
創
作

の
上

に
、
或

は
翻
訳

の
上

に
、

こ
う

し
た
型

に
近

い
女

性

を
多

く
画
き
出

し
た

の
は
元

よ
り
自
然

の
成

行

一37__



'

で
あ

っ
た
し
、

母

の
死

の
近

い

こ
と
を
予
想
じ

て
、.
「
山
椒
大
夫
」

と
云
う
彼

の
夢

を
託
す

る

に

最

も
恰
好

な

キ

ャ
ン
バ

ス
を
用
意

し
た
彼

が
、
幼

い
頃

の
母

の
悌
を
思

い
浮

か
べ
乍

ら
、

・説
教
節

の
中

の
素
朴

な
物
語

を
下
図

に
、
「
リ

ル
ケ
」

と

い
う
絵

具
を
た

っ
ぷ
り
盛
り
上
げ

た

パ

レ

ッ
ト
を
片
手

に
、
存
分

に
刷
毛
を

ふ
る

っ
て
画
き
上
げ
た

の
が
安
寿
像

で
あ

っ
た
と
観

る
の
が
妥
当

で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
う

し
て

先

に
掲
げ

た
第

二
第

三

の
型

に
近

い
と
思

わ
れ

る
女

性
を
画

い
た
翻

訳
作

品

の
系
列

に
も
ま
た
、

リ
ル
ケ
の

「
曇
」

に
拠

っ
た
鴎
外
が

八
方

に
伸

ば
し
た
探
索

の
網

で
採
集

さ
れ
た
も

の
が
可
成

あ
る
と
観

て
も

よ

い
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

・
そ

の
意
味

で
デ

エ
メ
ル

(
担

o
冒

昆

U
o
●
o
目
江
)

の

「
顔
」

(O
①
ω
口
Φ
巳
o
江

)
を
今
少

し
検
討

し
て

こ
の
稿

の
結
び

と

し

た

い
。
鴎

外
が
翻

訳
し
た

O
白
巨
白
目
9

(ド
oo
Φco
～
ト
q⊃N
O
)
の
も

の
で
、
小

説
は

こ
の

「
顔
」

一
篇
だ
け

で
あ

る

が
、
「
沙
羅

の
木
」

に
は

「
海

の
鐘
」

を

は
じ

め
と
し
て
九
篇

の
拝
情

詩
を
訳
出

し
て
い
る
し
、

デ

エ
メ
ル
の
紹
介

に
代

え

て
、
「
リ

ヒ
ア
ル
ト

・
デ

エ
メ
ル
が
襖
他
利
勢
働
者
唱
歌

組
合
新

聞

に
投
ぜ

し
自

記

の
略
榑
」

な
る
長

い
表
題

の
下

に
そ

の
全
文
を
、
明
治

四

一'年

一
月
、
雑
誌

「
詩

人
」

の
第

八
号

に
訳
載

し

て
い

一

ゑ

ま

た

、

底

本

に

は

彼

の
全

集

(
担

n
冨

a

o
魯

・
§

r

o
。
ω
p
日
。
9

薫

⑦
井

Φ
二

〇
臣

。
.
p
口
8

～
o
口
・
切
Φ
付
言

㌫

・
田

田・
合

窪

)

を

用

い

て

二

る
か
ら
、

こ
の
ブ
ラ

ン
デ

ン
ブ

ル
グ
地
方
出
身

の
詩
人

に
は
可
成
心

を
寄

せ
て
い
た
も

の
と
想

わ
れ

る
。
「
自

記

の
略
傅
」

に
よ
る
と
、
・

切
匂
「
Φ
Φ

林

に
近
い

弍

Φ
ロ
庄
島

,出
窪
目
ω
口
o
民

で
山
林
官

の
長
男

に

生
れ

た

問
』o
古
書

⇔

は
非
常

な
秀
才

で
、

ダ

ソ
チ
ヒ
.大
学

で
は

哲

学

と
自
然
科
学
と
社
会
学
を
専
攻
、
「
保
険
事
務

に
關

す

る
卒

業
論
文
」

で
ド

ク
タ
ー

の
学
位
を
取
得

し
て
い

る
。

そ

の
直
後

「
濁
逸

火
災
保

険
會

社

の
書

記
」

に
任
命

さ
れ
、

一
八
九

五
年
ま

で
勤
務

し
た
が
、
生
来

の
奔
放

な
性
格
故

に

「
該

曾
社

の
煩
頚

な

る
俗
務
」

に
は
耐
え
難

く
幾
度

か
投
げ
出

そ
う

と
し
た

こ
と
も
あ

る
が
、
そ
れ

は
ま
た
少

な
か
ら
ず
自
制

の
修
練

に
も
な

っ
た
と
云

っ
て
い
る
。
そ
れ

で

も

そ

の

「
煩
損

な
る
俗
務

」

の
間
を
縫

っ
て
三
巻

の
詩
集

を
公
に

で
き

た
の
は
、
.「
鳥

の
籠
中

に
入
り
て
、
.
初

め

て
能
く
歌

へ
る
が
如
く
な
り

し

な

ら

ん
」
「
自
由

を
求

む
る
情

の
、
あ
ら
ゆ

る
藝
術

の
最
初

の
動
機

た
る
を
認

め
ざ

る

こ
と
能

は
ず
」

と
云

っ
て
い
る
。
だ
が
、
「
自

個

の
藝

術

・

家
と

し
て
の
活
動

力

に
」
自
信
が
持

て
る
様

に
な
る
ま

で
公
職

を
辞

さ
な
か

っ
た
。
そ

の
間
七
年

半
。
従

っ
て
、
詩
人
を
本
業
と
し

て
立

つ



た
と
き

に
は
三
十
二
歳

に
な

っ
て
い
た
。

一
八
九

八
年
、

合
意

の
上

で

「
初

め
の
妻
」

と
別
れ
て

「
今

の
妻
」

と
結
婚

し
た
の
「
其
理
由

は

初

め

の
妻

に
封
ず

る
よ
り
、

一
層

強
大

な
る
懸
愛

の
余
が
意
志

を
左
右

せ
し
も

の
あ
り
し
が
爲

な
り
」

と
云

い
切

っ
て

い
る
辺
り
、
実

に
は

っ
き

り
し
た
も

の
で
あ

る
。

次

い
で

「
今

の
妻
を
伴

っ
て
、
『
伊
太
利
、
希
膿
、
和
蘭
、
瑞
西
、
英
國
』

と
欧
羅

巴

の
大
半
を
旅

し
て
か
ら

ロ
①
言

口
『
σq

附
近

の

民
冨
目
尻
0
9

切
ω
Φ

に
居
を
構

え
た
。

こ
の

「
略
博
」
を
書

い
た

の
は
、
彼

の
最
大
傑
作

で

あ

る

「
二
人
」
(
N
苔
色

]≦
o
昌
ω
o
庁
o
口
)

の
終
章

「
純
粋
」

を
執
筆

し

て
い
る
と
き

と
云
う

か
ら
、
明
治

三
六
年

三

九
〇
三
)
の
■こ
と

で
あ

ろ
う
。
「
O
o
o
昏

o
"
c白
首

8

以
来
、
前
人

の
百
方
之
を
求
む
れ
ど
も
得

る

こ
と
能

は
ざ

り
し
、
現
代
叙
事
詩

の
形
式
を
成
就

し
た
る
も

の
と
信
ず
」
と
自
負
す

る
だ
け
あ

P
て
、
「
認
識
」
「
幸
福
」
「
純
粋
」

の
三
部

か
ら
成
り
、

各
部
夫

々
三
十
六

の
物

語
詩
を
含
む

こ
の
対

話
形
式

の
韻
文
小
説

は
官
能

と

思
想

を
統

一
し
内
容

と
形
式

と

の
均
衡

を
得

た
完
全

な
作

品
と

云
わ
れ
る
。
ま

た
、
「
斉
家

の
小
児

三
人

の
爲

に
」

先
妻

と
合
作

し
た
「
唱
歌
集
」

烈

R
o
白
鳥

N
6

も
あ

る
。
尚
、
付
記
す

る
と
、

第

一
次
大
戦

に
は
義
勇
兵

を
志
願

し
、
・従
軍
記
録

と

し
て
、
N
弍
o
ぴ
合

①
ロ

く
巴
犀

ロ
目
μ

呂
⑦
ロ
ω
o
●
廿
Φ
含

(
民
族
と
人
類

の
間
)
を
出

し
た
が

、
戦
傷
が

元

で
病
残

し

て
い
る
…
…
。

鴎

外
が

O
o
廿
Φ
旨
o
一

の
略
伝
を
敢

て
訳
出

し
た

の
は
、
O
o
げ
o
ヨ
o
一
の
紹

介
が

目
的

で
あ

っ
た
に
は
違
、い
な

い
が
、

彼

の
こ
う

し
た
経
歴

か
ら
推

し
て
、
鴎

外
自

身
、
彼

に
近

し
い
も

の
を
感

じ

て
い
た
か
ら

で
あ

ろ
う
。
作
風
も
初
期

の
自
然
主
義
的
傾
向

か
ら
印
象
主
義

の
そ
れ

へ
と
移
行

し
、
従

っ
て
、
創
作
態
度
も
社
会

的
な
或

は
愛
慾

的
な
そ
れ

か
ら
、
冥
想
的

な
或

は
神
秘
的

な
色
彩
を
濃

く

し
て
い

っ
て
い
る
。

「
顔

」

に
も
そ
う

し
た
傾

向
が
多
分

に
載
れ
る
。

・
{

三
彼

の
妻
、
彼
女

は

「
足
を
太
く
腫
れ

さ
せ
て
寝

て
ゐ

る
主
人
を
、
・姻

の
渦
巻
く

二
階

の
寝

床

か
ら
救

い
出

し
た
。
そ
れ

は

「
殆

ど
男

、
も
及
ば

ぬ
程

の
力
」

で
あ

っ
た
。
而
も
、・
「
止
め
る

の
も
聞

か
ず

に
」
駈
け

上
が

っ
て
「
「
飛
び
ち
が

ふ
焔

を
冒

し
て
、」
今

後
が
見

て
い
る

こ
.

の
画
面
を
救

い
出

し
た
。
だ
が
妻

は
大
火
傷

を
負
う

て
パ
美

し
か

っ
た
顔

も
焼
け
燗

れ

て
見
る
影
も

な
く
な

っ
て
し
ま

つ
た
。
妻
が
身
を
挺

し
て
持

ち
出

し
た

宅
の
画
布

に
画

か
れ

て
い
る

「
水
仙

の
花

を
持

て

る
裸
婦
」

の
顔

は
美

し
が

っ
た
時

の
妻

の
顔

で
あ

る
。
彼
女

は

モ
デ

ル

一39一



で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
彼

は
画
布

を
前

に
し

て
彼
女

の
眼

の
裡

に
潜

む

「
美
』

の
本
質

に
迫

っ
た
時

に
パ
同
時

に
そ

の
本
質

を
形

取
与
セ

い

る

「
女
」

の
姿
も
見
た
。
「
新

た

に
捕

へ
た
表
情
、
人

に
求
む

る

こ
と
あ

る

が

如
き
無
慾

の
表
情

を
捕

へ
得

た
」
彼

は
嬉

し
さ

の
余
り
彼
女

を
抱

き

し
あ
た
。

だ
が
、
「
運
命

は
實

に
残
酷
な
、
無
意
味

に
残

酷
な
も

の
で
あ
る
。
」
「
夢

の
や
う

な
嬉

し
さ
」

の
裡

に
彼
女

を
担

い

で

椅

り

へ

子

を
飛
び
越

え
た
時

足
を
挫

い
て
し
ま

っ
た
。
焔

に
抱
ま
れ

た
妻
を
眼
前

に
、
彼

は
徒

に
悶

え
苦

し
ん
で
見

て
い
な
け
れ
ば

な

ら

な

か

っ

た
。

そ

の
画

は
傑
作

で
あ

っ
た

の
に
彼

は
公

に
し
な

か

っ
た
。
そ
れ

は
、
何

故
彼

が

こ
の
画
布

に
画

か
れ
た
彼
女

の

「
顔
」
を
愛

し
た

の
か

と

い
う
謎
が
未
だ

に
解
け
な

い
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
人
を
魅
す

る
不
思
議

は
口

に
有

る
も

の
で
も
.な
け
れ
ば
口

元

に
有

る

の
で
も
な

い
。
不

思
議

は
た
だ
或

る
表
情

に
あ

る
。
そ
う

し
て
、
そ

の
表
情
を
も
う
少

し
で
捕

え
ら
れ

る
と
思

っ
た
所

で
…
…
。

い

っ
そ
あ

の
時
妻

が
死

ん
で

し
ま

っ
た
ら

、併

し
妻

は
現
実

に
生
き

て
い
る
。

で
は

ζ
の
画
を
売

る
な
り
砕
く
な
り

し
た
ら
。

そ
れ

で
も

「
記
念
」
は
残

る
。
妻

が
生
き

て

い
る
限

り

「
記
念
」
は
消
え

ぬ
。
妻

を
離
別

し
た
ら
。
芸
術

の
為

の
良
心

は
有

っ
て
も

い
い
が

、人
生

を
生
き

て
ゆ
く
為

に
は
良

心
な

ん
ぞ

は

邪
魔

に
し
か
な
ら

ぬ
。

彼
女

は
大
学
教
授

の
娘

で
怜
倒

な
女

で
あ
る

の
に

自

分

の
為

に
火
傷

を
負

い
親
族

か
ら

見
放

さ
れ

て
い
る
。

可
哀

む

ゆ

む

む

想

で
は
あ

る
。
だ
が
、
「
元

々
、

あ

の
女

は
さ
う
成

る
可
き
運
命
を
持

っ
て
い
た
の
だ
。
」
「
あ

の
女

の
意
志
」
だ

っ
た

の

だ
。

彼

を
愛

し
彼

を
救

い
彼
を
苦

し
め
て
い
.る
女
。
愛

の
人
、

罪

の
人
、

マ
グ
ダ

レ
ナ
。
彼

は
絶
望

し

て
畔
く
。

そ

の
声
を
き
き

つ
け

て
妻
が
入

っ
て
来

る
。

だ
が
彼

の
心
を
察

し
て
又
出

て
行

こ
う

と
す

る
。

そ

の
時
、

彼

は
彼
女

の
醜

く

ひ

っ
つ
れ

た

顔

の
裡

に
今
ま

で
見
え
な

か

っ
た
も

の
を
見

む

む

た
。
「
未
知

の
も

の
、

最
後

の
も

の
、

唯

]
の
も

の
」

が
。

あ

の
謎
が
解

け
た
。

そ
れ

は
彼
女

の

「
大

い
な
る
徳
義
」

で
あ

っ
た
。
「
気
高

ゆ

む

む

ゆ

む

む

む

む

む

ゆ

む

さ
」
と

「
何
物

に
も
打

ち
勝

つ
謙
譲
」

で
あ

っ
た
。
画
家

は
云

っ
た
…
三
「
今
度

お
れ
が
お
前

を
ど
う
書
く

か
知

っ
て
ゐ
る
か
。
暗

と
風
雨
。

松
明

の
火
。

た
だ

眼
と
運
動

と
。

マ
グ
ダ

レ
ナ
が
喜

ん
で
耶
蘇
を
抱
き
下

ろ

す
所

を
書
く
」
と
。
「
十
字
架

か
ら
」

と
心

の
裡

で
妻
が

つ
け

加

え
る
:
・三
。

忍
従
、
絶
望

を
通

じ
て
拓
け

る
運
命

へ
の
信
頼
、

獣
身
、
犠

牲
、
・
因
襲
め

外

に
於
け

る
愛

の
真
実
、

と

い

っ
た

リ
ル
ケ
の
そ
れ
に
通
ず

る

一40



も

の
が
、

こ
の

一
篇

の
裡

に
も
盛
り
込

ま
れ

て
い
る
。

ま
た
、
所

謂
、
「
器
量
好

み
」
と

云
わ
れ

た
鴎

外
、
「
醜
女
」
を
極
度

に
嫌
悪

し
た
貴

族

主
義

の
鴎

外
。
だ
が
、
福
笑

い
の
よ
う
な
顔

で
あ

っ
た

「
金

毘
羅
」

(
明
治
四
二
年
+
月
「
昂
」)

の
お
栄

さ
ん
を
、
「
段

々
年

を
取

る

に
連

れ

て
、
才
気

の
優
れ

た
、
意
志

の
強

い
人

の
表
情
が
、
顔

に
凝
結

し
て
、

ち

つ
と
も
可
笑

し
い

こ
と
は
な
く

な

つ
て

ゐ

る
」
と
云

い
、
「
人

の

饅

も
形
が
形

と
し
て
面
白

い
の
で
あ
り
ま

せ
ん
。
露

の
鏡

で
す
。
形

の
上
に
透
き
徹

っ
て
見
え

る
内

の
焙
が
面
白

い

の
で
す
」

と

「
花
子
」

(明
治
四
三
年
「
三
田
文
学
」)

の
末

尾
に

ロ
ダ

ン
の
言
葉

を
書
く
鴎

外

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

(後

記
)

リ

ル
ケ
と
鴎
外
文

学
と

の
交
渉

に
就

い
て
は
、
馬
場
久
治

氏
が

「
森
鴎
外

と
ラ
イ
ネ

ル

・
マ
リ
ア

・
リ
ル
ケ
」
を
「
鴎
外
研
究
」

二

五
号

に
、
富
士
川
英
郎
氏
が

「
鴎
外

と
リ

ル
ケ
」
を
同
誌
二
六
号

に
、

(執
れ
も
昭
和

一
三
年
)
、
翌
年

の
同
誌

二
九

号

に
、
片
山
敏
彦
氏
が

「
鴎

外
と

リ

ル
ケ
」

を
、
下

っ
て
、
昭
和
三
七
年

、
菊

田
茂
男
氏
が

「
日
本
文
芸
研
究
会

」
　で

「
森
鴎
外

の
歴
史
小
説
ー

リ
ル
ヶ
の
影
響

を

中

心
と

し
て
ー
」

を
発
表

さ
れ

て
い
る
の
で
、
決

し
て
目
新

し

い
着
想

で
は
な

い
が
、

こ
れ
は
、
鴎
外

の
翻
訳
文
学

に
手
を

つ
け
た
以
上
、

ど
う

し
て
も
素
通

り
を
許

さ
れ

な

い
関
門
と
思
う

の
で
、
先
輩
諸

氏

の
御
研
究
を
参
照

さ
せ
て
い
た
だ
き
乍

ら
、
私

な
り

に
、
表
記

の
テ
ー

マ
の
下

に
、

こ
の
問
題

に
触
れ

て
み
た
。

一
九
六
四

・
八

・
二
九

.
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