
坪内逍遙とデイ

ケ

ン

、

ス

丨
写
実
と
滑
稽
に
関
連
し
て
—

松
 
村
昌
家

坪
内
心
遥
の

小̂
ぷ
神
：：：一̂

に
お
け
る
写
実
主
義
の
唱
導
に
は
ゝ
イ
ギ
リ
 

ス
の
ヴ

ィ

ク

ト
リ
ア
朝
の

リ

ア

リ

ズ

ム

が

深
い
影
！

îを
及
ほ
し
て
い
る
。
彼
 

の
人
情

吡態
の
描
写
を
基
調
と
し
た
小
説
理
論
の
展
開
が
、
ほ
と
ん
ど
イ
ギ
 

リ
ス
の
小
説
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
論
に
負
ぅ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
 

と
は
す
て
に
明
ら
か
で
あ
る
。
中
で
も
、
リ
ッ
ト
ン
や
ス
コ
ッ
ト
や
デ
ィ
ケ
 

ン
ズ
は
、
逍
遥
が
ホ
ー
ト
ン
教
授
の
試
験
に
お
け
る
失
敗
を
経
験
し
た
あ
と
 

い
わ
ば
『神
髓
』

の
準
備
時
代
に
お
い
て
も
っ
と
熱
心
に
読
ん
で
い
た
小
説
 

家
で
あ
っ
た

。s

『
#

^
』

は
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
の
十
九
世
紀
の
小
説
家
ば
か
り
で
な
く
 

バ
ニ
ヤ
ン
か
ら
、
デ
フ
*
—
、
リ
チ
ャ

Iド
ソ
ン
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
等
、 

十
七
八
世
紀
の
代
表
的
な
小
說
家
の
名
前
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
れ
 

は
、
必
ず
し
も
逍
沾
の
中
に
こ
れ
ら
の
作
家
全
部
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
意
 

味
し
な
い
。
作
品
そ
の
も
の
が
『神
髄
』
の
成
立
に
貢
献
し
て
い
る
作
家
は
 

比
較
的
に
限
定
さ
れ
て
来
る
と
思
ぅ
の
で
あ
る
。

逍
遥
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
積
極
的
に
受
容
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
作
家
の
中
で
、
逍
遥
は
ジ
ョ
ー
ジ

• 

H

リ
オ
ッ
ト
の
名
 

前
も
し
ば
し
ば
持
出
し
て
は
い
る
が
、
彼
が
そ
の
作
品
と
直
接
の
交
渉
を
も
 

っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
彼
は
ヱ
リ
オ
ッ
ト
の
作
品
か
ら
で
は
な
く
、 

ジ

ョ

ン

.モ
ー
レ
イ
の
評
論
に
ょ
っ
て
、
彼
女
の
作
品
が
「人
生
批
判
」

の
 

世
界
へ
_
者
を
導
く
捷
径
の
役
割
を
屯
す
も
の
と
し
て
推

赏
し
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
⑵

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、

ヒ
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
態
描
¥
の
大
 

家
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
い
え
ば
、
常
に
サ
ッ
カ
レ
イ
の
名
が
伴
な
う
 

が
、
当
時
に
お
い
て
一
般
的
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
人
気
が
は
る
か
に
大
で
あ
っ
 

た
こ
と
は
、

サ
ツ
カ
レ
イ
晶
辰
の
ア
ン

ソ

ニ
—

•
ト
ロ
ロ

ー
プ
が
、
.
テ
ィ

ケ
 

ン
ズ
の
笑
い
は
、

「あ
ら
ゆ
る
人
の
知
性
に
達
し
て
い
た
の
に
反
し
て
、

サ
 

ツ
カ
レ
イ
の
ヒ
ユ
ー
モ
ア
は
、
多
く
の
知
性
か
ら
そ
れ
て
い
た
」

13と
し
つ
 

て
い
る
の
に
ょ
っ
て
も
分
る
。
そ
し
て
彼
が
非
常
に
シ
リ
ア
ス
な
社
会
的
意
 

識
を
も
ち
、
彼
の
作
品
が
い
わ
ゆ
る
社
会
小
説
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
 

も
、
逍
遥
と
の
関
係
を
考
え
る
の
に
重
要
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ヒ

1

52
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丨
モ
リ
ス
ト
と
し
て
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
名
を
一
躍
に
し
て
世
に
®

ろ
か
し
め
 

た

『
ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

•
ペ
ィ
パ
ー
ズ
』

に
お
い
て
さ
え
、
負
債
者
監
獄
と
 

い
う
社
会
的
問
題
が
取
扱
わ
れ
、

し
か
も
そ
の
描
写
に
お
い
て
は
、
徹
底
的
 

な
写
実
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し

て

『
オ

リ

ヴ

ァ

.

ト

ゥ

ィ

ス

ト

』

や
、

『

ニ

コ

ラ

ス

•

ニ

ク

ル
ビ
ィ
』
な
ど
、
初
期
の
い

く

つ

か
の
作
品
を
見
る
だ
け
で
も
、
下
層
社
会
や
貧
民
労
働
者
階
級
の
実
態
の
描
 

写
は
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
、
そ
 

の
中
で
滑
稽
に
ょ
っ
て
笑
い
を
起
し
、

ま
た
人
の
感
情
に
訴
え
て
涙
を
誘
う
 

こ

と

を

決
し
て
忘
れ
な
い
。

逍
遥
が
、
小
説
の
実
践
論
と
も
い
う
べ
き
『
神
髓
』
下

巻

の

「
文

fi-論
」 

に
お
い
て
、

「
当
世
の
物
語
」

(あ

る

い

は

「
世
話
物
語
」
)
と
訳
し
て
い
 

る

ssocial 

n
o
v
e
l
s

と
は
、
例
え
ば
、
『
オ

リ

ヴ

ア

•
ト
ゥ
ィ
ス
ト
』
を
そ
 

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
田
半
峰
も
、

「
社
会
 

小
説
を
以
て
芳
名
を
博
し
た
る
も
の
」

の
例
と
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、

サ
ッ
 

カ
レ
ィ
、
ジ
ヨ
ー
ジ
•
エ
リ
オ
ッ
ト
を
あ
げ
て
い
る
⑷

が
、

こ
こ
に
お
け
る
 

「
社
会
小
説
」

と
は
、

カ

ザ

ミ

ア

ン

の

^
〇
ョ
§
§
0

2*,
と
は
少
し
ニ
ユ
 

ア
ン
ス
が
違
う
こ
と
に
,
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
今
日
に
あ
 

る

社

会

の

「
情
態
」
描
写
を
本
旨
と
す
る
小
説
の
謂
で
あ
る
。
そ
の
情
態
描
 

写
を
な
す
に
は
、
俗
語
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
「
文
体
論
」

の
中
で
 

逍
遥
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
方
面
で
の
巨
匠
と
し
て
、
彼
は
 

デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

r

ヂ
ッ
ケ
 

ン
ス
翁
の
小
説
な
ら
び
に
フ
ヒ
ー
ル
、チ
ン
グ
翁
の
稗
史
な
ど
に
は
、
随
分
は
 

な
は
だ
し
き
俚
言
な
ど
を
い
く
ら
と
も
な
く
用
い
た
れ
ど
も
、
其
故
を
も
て
 

デ
ッ
ケ
ン
ス
を
譏
り
て
評
せ
し
者
な
け
れ
ば
、

ま
た
フ
翁
を
も
罵
る
も
の
な

「
比
較
文
学
」

し

。
」

⑸

卑
俗
な
こ
と
ば
の
使
用
に
関
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
 

を
同
列
に
論
ず
る
の
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
両
者
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
 

は
区
別
が
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
世
界
の
中
心
が
中
産
階
級
で
あ
る
 

の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
下
層
階
級
の
世
界
を
描
く
の
が
得
意
で
あ
っ
 

た
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
フ
ィ
ル
デ
ィ
ン
グ
か
ら
大
い
に
影
響
を
受
 

け
て
い
る
し
、
殊
に
、

『
オ

リ

ヴ

ァ

•
ト

ゥ

イ

ス

ト

』

の
ア
ン
ダ

ー
ワ

ー

ル

 

ド
の
描
写
に
お
い
て
は
、

こ
の
先
輩
作
家
を
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
逍
 

逋

の

い

う

「
下
流
の
！Ï

態

」
と
は
、

『
ジ
ョ
ナ

ザ

ン

•
ワ
イ
ル
ド
』

の
ょ
う
 

な
特
定
の
世
界
で
は
な
く
、

『
オ

リ

ヴ

ァ

•
ト

ゥ

イ

ス

ト

』

に
描
か
れ
た
ょ
 

う

な

現
実
の
下
層
社
会
の
す
が
た
を
さ
し
て
い
る

も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
 

で
あ
る
。

こ
う
い
う
世
界
の
描
写
に
お
い
て
、
鄙
«
猥
俗
な
言
語
は
、
そ
の
リ
ア
リ
 

テ
ィ
を
高
め
る
効
果
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
逍
遥
は
主
張
し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。

『
オ

リ

ヴ

ァ

•
ト

ゥ

イ

ス

ト

』

に
お
い
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、

ロ
ン
ド
ン
 

の

社

会

の

「
厳
然
と
し
て
明
白
な
真
実
」
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
そ
の
真
 

実
の
描
写
に
堪
え
得
ぬ
上
品
な
読
者
は
、
彼
の
意
に
介
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
 

か
っ
た
。
虚
偽
の
飾
り
を
施
さ
ず
に
、
赤
裸
々
に
、
社
会
の
現
実
の
す
が
た
 

を
写
し
出
す
の
が
彼
の
目
的
で
あ
っ
た
。
⑹

『
当
生
書
生
気
質
』
が

「
ソ
シ
ア
ル
•
ノ
ベ
ル
」

の
つ
も
り
で
書
か
れ
た
 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
題
か
ら
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
 

れ

が

「
陋
猥
卑
俗
」

で
あ
る
と
非
難
さ
れ
た
と
き
、
逍
遥
は
、
あ
ら
た
め
て
 

彼
の
小
説
観
を
披
櫪
し
て
こ
れ
に
答
え
て
い
る
。
そ

れ

が

『
書
生
気
質
』

の
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坪
内
逍
遥
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ

第
九
回
と
第
十
回
の
冏
に
は
さ
ま
れ
た
「緒
言
に
か
ふ
る
に
嘗
て
自
由
の
灯
 

に
投
じ
て
、
某
が
批
評
に
答
へ
た
る
文
を
も
っ
て
す
」
で
あ
る
。

そ

の

(第
一
)
に
お
い
て
逍
遥
は
い
ぅ
。

『当
世
»
生
気
質
』
を
さ
し
て
 

卑
俗
だ
と
譏
る
批
評
家
は
、
小
説
の
何
物
た
る
か
も
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

下
等
の
情
態
を
写
し
、
卑
俗
の
言
語
を
用
ふ
る
は
、
元
来
稗
官
の
得
意
 

と
す
る
所
。
ょ
し
や
、
如
何
程
に
情
態
言
語
に
卑

frî_
野
な
る
性
質
あ
り
 

と
も
其
精
神
だ
に
野
卑
な
ら
ず
ば
、
之
を
陋
猥
と

fiる
べ
か
ら
ず
。
英
の
 

'チ
ッ
ケ
ン
ス
は
い
ふ
も
更
な
り
、
近
来
の
小
説
家
の
著
述
に
も
下
流
の
様
 

を
写
せ
し
も
の
頗
る
多
か
り
。
中
に
は
密
売
女
の
情
態
を
写
し
た
る
者
あ
 

り
、
巾
着
切
の
内
»
を
穿
ち
た
る
者
も
あ
り
て
、
脚
色
も
を
さ
を
さ
近
俗
 

に
し
て
、
又
文
句
さ
へ
も
卑
し
げ
な
る
あ
り
。

こ
こ
で
い
っ
て
い

る

と

こ
ろ
の
内
容
は
、

『神
髄
』
の

「文
体
論
」

に
お
 

け
る
前
述
の
部
分
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。
が
、
逍
遥
が
デ
ィ
ケ
ン
ス
を
意
 

識
し
て
い
る

こ

と

は

一

そ

ぅ

は
っ
き
り
分
る
。
単
に
波
の
名
前
が
あ
が
っ
て
 

い
る
か
ら
で
は
な
い
。

r

密
売
女
の
情
態
」
と
い
い
、

「巾
着
切
の
内
幕
」 

と
い
い
、
そ
れ
は
、

『
オ
リ
ヴ
ァ
•
ト
ゥ
イ
ス
ト
』

に
お
け
る
ナ
ン
シ
イ
と
、 

フ

H

ギ
ン
の
世
界
を
さ
し
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
 

「結
言
」

の

(第
四
)

に
は
、

「
チ
ッ
ケ
ン
ス
翁
は
、
巾
着
切
の
態
度
を
写
 

Lて
、
其
妙

ほ

と

ほ

と

真
に
迫
れ
り
。
」

と

あ
っ
て
、

こ
の
問
題
に
関
十
る
 

彼
の
関
心
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

デ
イ
ケ

ン

ズ

が

『
オ

リ

ヴ

ア

•
ト

ゥ

イ

ス

ト

』

で
何
を
目
的
と
し
た
か
に
 

つ
い
て
は
十
で
に
ふ
れ
た
。
更
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
デ
イ
ケ
ン
ズ
は
、

そ
う
い
う
現
実
社
会
の
悲
惨
さ
を
表
わ
す
た
め
に
、

「ド
ウ
ジ
ャ
ー

(巾
着
 

切
の
仲
間
—
_
者
注
)
の
服
の
穴
一
つ
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
、
ま

た

女

(娼
婦
 

ナ
ン
シ
イ
を
さ
す

I筆
者
注
)

の
も
つ
れ
た
»

の
ヵ

ー
ル
ヘ
イ
/1

一

き

れ

 

も
ゆ
る
が
せ
に
は
し
な
い
つ
も
0
で
あ
る
」

(7)と
の
べ
て
い
る
。

「其
意
匠
 

の
存
ず
る
所
は
、
専
ら
情
態
を
写
す
に
あ
り
」
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
ま
 

た

「
一
向
姪
靡
な
る
時
好
に
媚
び
荒
み
て
、
野
卑
を
か
た
る
に
あ
ら
ず
」

(8) 

と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
逍
遥
の
写
実
の
主
張
は
、

『
オ
リ
ヴ
ァ
•
ト
ゥ
イ
 

ス
ト
』

に
付
し
た
著
者
に
よ
る
序
文
の
内
容
と
較
べ
て
共
通
性
を
認
め
る
こ
 

と
が
で
き
る
。

逍
遥
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
が
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
自
 

身
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
未
完
の
小
説
『
此
 

処
や
か
し
こ
』
に
つ
い
て
の
回
想
談
を

あ

げ

よ

う

。

こ
れ
は
、
逍
遥
が
明
治
 

二
十
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
十
四

nま
で
絵
入
朝
野
新
聞
に
連
載

I、 

第
二
編
第
七
回
を
も
っ
て
中
断
⑼

し
た
作
品
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
 

の
思
い
出
ば
な
し
の
中
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

『
オ
リ
ヴ
ァ
.
ト
ゥ
 

イ
ス
ト
』
か
ら
十
分
に
影
響
を
う
け
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
で
あ
 

ろ
う
。内

容
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
何
で
も
少
 

年
や
学
塾
を
点
出
し
て
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
。
こ
の
少
年
を
主
人
公
 

に
し
た
の
は
い
は
ば
，

|;1分
が
当
時
愛
読
し
て
ゐ
た
デ
ッ
ケ
ン
ズ
の
影

鞞だ
 

と

も

い

へ
る
。
自
分
は
こ
の
頃
.チ
ッ
ケ
ン
ズ
が
好
き
で
彼
の
い
ろ
い
ろ
な
 

作
物
を
愛
読
し
て
ゐ
た
、
殊
に
少
年
を
主
人
公
に
し
た
「
オ
リ
ヴ
ァ
.
卜

ウ

イ

ス

ト

」

、

「デ

ィ

ヴ

ィ

ツ

ド

•
カ

ツ

パ

ア

フ

ヒ

ー
ル
ド
」
、

「
ニ
コ
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ラ

ス

•
ニ
ク
ル
ビ
ィ
」
な
ど
が
気
に
入
っ
て
ゐ
た
。
勿
論
デ
ッ
ケ
ン
ズ
と
 

い
へ
ば
す

ぐ

「
カ

ッ

.ハ

ア

フ

ヒ

ー
ル
ド
」
と
い
は
れ
る
や
う
に
、

こ
れ
が
 

デ
ッ
ケ
ン
ズ
の
代
表
作
に

迠ひ
な
い
の
だ
が
、
自
分
は
何
方
か
と
い
ふ
と
、 

「
オ
リ
ヴ
ァ
」
と

「
ニ
コ
ラ
ス
」

の
方
が
好
き
で
あ
っ
た
。
(中
略
)

さ
 

う
い
ふ
わ
け
で
自
分
は
自
然
か
う
い
ふ
少
年
中
心
の
も
の
を
書
い
て
み
た
 

い
な
ど
と
夢
想
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
、
丁
度
こ
の
機
会
に
実
現
し
て
見
る
 

こ
と
に
な
っ
た
の
が
、

こ

の

「此
処
や
か
し
こ
」
な
の
だ
。
(中
略
)

趣
 

向
中
に
取
り
入
れ
た
害
の
学
塾
は
多
分
「
ー
コ
ラ
ス
•
ニ
ク
ル
ビ
ィ
」

の
 

中
の
私
熟
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
き
出
1
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
§

す
な
わ
ち
、
逍
遥
は
、
富
吉
賛
平
と
い
う
少
年
を
主
人
公
に
し
、

『
■ー 
コ

ラ

ス

.
ニ
ク
ル
ビ
ィ
』

の
ド
ゥ
ザ
ボ
ィ
ズ
.
ホ
ー
ル
と
い
う
ヨ
ー
ク
シ
7
の
 

ィ
ン
チ
キ
学
校
を
モ
デ
ル
に
し
て
、

「其
名
ば
か
り
お
立
派
で
内
輪
き
た
な
 

い
愚
者
お
ど
し
当
時
流
行
の
為
食
物
其
一
類
に
歯
し
て
決
し
て
耻
ぬ
大
私
熟
、 

義
集
学
館
」

«1)の
生
活
を
描
こ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

逍
遥
は
ま
た
、
明
治
二
十
年
一
月
二
十
ヒ
日
か
ら
二
月
五
日
ま
で
読
売
新
 

聞
に
連
載
し
た
「旅
ご
ろ
も
」

に
お
い
て
も
、

い
か
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
熱
心
 

で
あ
っ
た
か
を
書
い
て
い
る
。

こ
れ
は
、
明
治
十
九
年
の
藉
か
ら
二
十
年
1 

月
初
旬
ま
で
の
旅
日
記
で
あ
る
か
ら
、

『神
髄
』
や

『書
生
気
質
』

の
あ
と
 

の
こ
と
に
は
な
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
対
す
る
熱
意
は
想
像
以
 

上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
な
現
代
作
家
と
し
て
、 

当
時
の
彼
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
親
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

デ
ッ
ケ
ン
ス
を
読
む
且
読
み
且
笑
ひ
且
■
し
且
歎
じ
う
ま
い
と
賞
め
妙
と
 

「
比
較
文
学
」

た
た
へ
頻
に
独
言
を
い
ひ
散
し
て
容
鉢
や
う
や
く
気
狂
ひ
じ
み
た
り
®
 

ま
た

宿
に
帰
り
て
昼

铋

を
終
は
る
又
々
.'チ
ッ
ヶ
ン
ス
が
恋
し
う
な
り
ぬ
お
眼
が
 

赤
う
な
っ
て
を
り
ま
す
か
ら
今
日
は
読
む
こ
と
は
お
廃
止
な
さ
い
害
る
と
 

不
可
ま
せ
ん
と
諫
む
る
を
も
聴
か
ず
'チ
ッ
ヶ
ン
ス
翁
の
面
白
味
女
わ
ら
べ
 

の
と
熊
谷
気
取
り
む
か
し
の
夫
主
義
で
睨
み
つ
け
つ
頭
を
熱
う
し
て
頻
に
 

読
み
果
は
眼
を
痛
め
て
横
さ
ま
に
仆
れ
…
…

⑽

二

『
此
処
や
か
し
こ
』

に
つ
い
て
の
追
憶
に
は
『
ピ
ッ
ク
ゥ
ィ
ッ
ク
•
ペ
イ
 

パ
ー
ズ
』

の
こ
と
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
逍
遥
は
こ
の
作
品
と
も
関
係
が
深
 

か
っ
た
。

『
神
髄
』

に
お
い
て
、
彼
は
快
活
小
説
(
コ
メ
デ
イ
)

の
模
範
と
 

し
て
こ
れ
を
あ
げ
て
お
り
、
し
か
も
彼
は
、
沿
稽
に
つ
い
て
弗
常
に
深
い
関
 

心
を
も
っ
て
い
た
。

『当
生
書
生
気
質
』
に
デ
ィ
ヶ
ン
ズ
が
濃
厚
に
響
い
て
 

い
る
こ
と
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

M
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
後
に
具
 

体
的
な
例
証
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
笑
い
の
方
法
に
つ
 

い
て
逍
遥
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
ま
ね
よ
う
と
し
た
。

『
回
億
漫
談
』

に
あ
る
よ
う
に
、
逍
遥
は
、
馬
琴
の
偏
り
す
ぎ
た
勧
懲
主
 

義
に
反

櫈を
感
じ
て
、

『神
髄
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
勧
懲
主
 

義
に
は
、
逍
遥
の
挑
む
べ
き
も
う
一
つ
の
因
習
的
手
法
が
伴
な
っ
て
い
た
。 

す
な
わ
ち
、

『
膝
栗
毛
』
や

金
鵞
の
『
七
偏
人
』
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
 

る
従
来
の
滑
稽
小
説
で
あ
る
。
何
故
そ
れ
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
 

か
と
い
う
と
、
笑
い
の
脚
色
が
鄙
野
猥
褻
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
者
の
見
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坪
内
逍
遥
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ

識
が
低

J
,
。

「作
者
の
見
識
低
き
時
に
は
間
々
滑
稽
の
種
に
く
る
し
み
、
該
 

æ
の
材
を
求
め
か
ね
て
、

い
と
賤
し
む
べ
き
*
柄
を
さ
へ
に
其
物
語
の
ぅ
ち
 

に
加
.'て
、

笑
ひ
を

员
は
ま
く
望
む
車
あ
り
。
」
《

一
九
や
金
«

の
作
品
に
 

は
、
笑
い
の
材
料
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「下
が
か
り
」

の
事
件
が
多
く
、
実
 

に
読
む
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の

r

ヒ
ッ
ク
 

ウ
イ
ッ
ク
.ぺ
イ
パ
ー
ズ
』
は
、
「快
沾
小
説
」

の
傑
作
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
 

ず
'
そ
の
詼
謔
の
«
料
を
卑
猥
な
こ
と
に
求
め
る
ょ
ぅ
な
こ
と
は
決
し
て
な
 

か
っ
た
。

「
蓋
し
滑
稽
小
説
の
基
く
と
こ
ろ
の
陋
狼
の
事
柄
に
あ
ら
ざ
る
が
 

ゆ
爰
な
り
」
脚
と
、
逍
遥
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
逍

};flが
あ
げ
る

r

沿

蓓の
料
」

の
例
を
、
わ
れ
わ
 

れ

は

『
ピ

ッ

ク

ウ
ィ

-;,ク

•

ペ

イパ
ー
ズ
』

の
中
か
ら
見
出
す

こ

と

が

で

き

 

る

。

ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

氏
の
演
ず
る

さ

ま

ざ

ま

な

し
く
じ
り
は
、
す
な
わ
ち
 

「老
実
な
る
人
の
粗
忽
な
る
振
舞
」
ょ
り
生
ず
る
笑
い
で
あ
る
。
風
に
吹
き
 

と
ん
だ
帽
子
を
追
い
か
け
る
場
面
(第
四
章
)
、

ス
ケ
ー
ト
遊
び
の
最
中
に
' 

氷
が
割
れ
て
池
の
中
に
落
ち
こ
む
場
面
(第
三
十
章
)
'
 
あ
る
い
は
、
ジ
ン
 

グ
ル
と
い
ぅ
男
の
罠
に
か
か
っ
て
、
女
子
寄
估
学
校
に
沿
人
し
て
怪
し
ま
れ
、 

lïïl
nを
失
寸
る

甩而
(第
十
六
章
〕
、
そ
し
て
後
に
の
べ
る
「大
白
馬
.¥」 

で
の
大
失
策
等
、

い
ず
れ
も
が
そ
ぅ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「倨
傲
な
る
人
物
 

の

へ

こ

ま

れ

し

体
.'*」

に
つ
い
て
の
笑
い
も
そ
の
例
を

『
ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

 

.
ベ
イ
パ
—
ズ
』
に
求
め
る
の
に
事
欠
か
な
い
。
偽
善
者
の
牧
師
ス
テ
ィ
ギ
 

ン
ス
が
、
ト
ニ
ー
 
•
ウ
ヱ
ラ
ー
に
報
復
を
ぅ
け
る

坳而
(第
五
十
二
章
)
は
 

そ
の
種
の
滑
稽
の
最
た
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

逍
遥
が
デ
イ
ケ
ン
ズ
の
滑
稽
小
説
家
と
し
て
の
一
面
を
好
ん
で
い
た
こ
と
 

は
、
彼
と
親
交
の
あ
っ
た
*:庭

篁

村

(竹
の
舎
主
人
)
も
い
つ
て
い
る
。
彼

は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の

『
ク

リ

ス

マ

ス

•
キ
ャ
ロ
ル
』
を
、

『
影
法
師
』
と
い
 

う
題
で
読
売
新
聞
に
連
載
(明
治
二
4

一
年
九
月
七
日
〜
十
月
六
日
)
し
終
 

え
た
の
ち
、
あ
と
が
き
を
そ
え
て
、

「
ギ
ッ
ケ
ン
ス
翁
は
滑
稽
小
説
家
に
し
 

て
常
に
机
上
に
ポ
ン
チ
形
の
人

'!:;を
か
ざ
り
て
夫
を
見
て
趣
向
を
案
じ
た
り
 

と
春
の
舎
の
兄
貴
は
教
へ
ら
れ
た
り
」
と
の
べ
て
い
る
。
デ
イ
ケ
ン
ズ
が
実
 

際
に
ボ
ン
チ
人
形
を
か
ざ
っ
て
用
い
て
い
た
か
'と
う
か
疑
わ
し
い
が
、
逍
遥
 

が
テ
ィ
ケ
ン
ズ
を
ど
う
み
て
い
た
か
、
よ
く
見
^

が
っ
く
。

逍
遥
は
、
最
初
高
田
早
苗
に
推
め
ら
れ
て
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
読
み
始
め
た
。 

デ
ィ
ケ
ン
ズ

!£、
そ
の
頃
サ
ッ
ヵ
レ
イ
と
共
に
現
代
作

-|:と
し
て
の
漸
新
さ
 

が
あ
っ
た
。
彼
は
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
 

が
、
同
時
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
が
要
求
す
る
倫
理
道
徳
性
を
強
く
意
識
す
る
 

作
家
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
当
時
に
お
け
る
小
説
と
は
、
家
庭
に
お
け
る
読
 

物
と
し
て
の
概
念
を
出
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
先
に
の
ベ
た
よ
う
に
、 

現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
描
写
の
し
方
に
は
自
 

ら
制
約
が
あ
っ
た
。
性
の
描
写
に
対
す
る
規
制
は
特
に
厳
し
か
っ
た
。
卑
俗
 

な
こ
と
ぱ
の
使
用
に
も
制
限
が
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
リ
ア
リ
ズ
ム
 

は
、
そ
う
い
う

扔重
さ
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ

て

い

た

。

し
か
し
、
こ
の
特
徴
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、

イ

ギ

リ

ス

の

小
説
は
、

「
一
八
 

/\0

年

代

の
H本
た
に
は
——

西
洋
流
の
_み
実
を
知
ら
ず
、
体
面
を
重
ん
ず
 

る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
た
知
的
上
@
階
級
の
日
本
人
た
ち
に
は
、

い
っ
そ
 

う
あ
り
が
た
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「

71.君
子
—

I

の
手
に
と
る
こ
と
も
で
き
 

る
作
品
と
み
な
さ
れ
、
た
か
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」

g

逍
遥
の
 

唱
え
た
写
実
主
義
が
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
で
あ
る
と
最
初
に
い
っ
た
が
、

『
神
髄
』

に
は
、
写
実
主
義
の
唱
導
と
、

「
士
君
子
」

の

体

面

を

け

が

す



よ
う
な
卑
俗
趣
味
の
排

幫と
が
共
存
し
て
い
る
。

「親
子
相
な
ら
び
て
巻
を
 

ひ
ら
き
朗
読
す
る
に
堪
え
ざ
る
ご
と
き
は
真
成
の
小
説
と
い
ひ
が
た
か
り
」

と
逍
遥
は
い
う
。
デ
ィ
ヶ
ン
ズ
が
、
彼
の
文
学
改
革
意
識
と
、
道
徳
意
識
の
 

両
面
を
最
も
よ
く
満
足
さ
せ
得
た
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
お
よ
そ
見
当
が
つ
 

<
°逍

遥
の
過
去
の
滑
稽
作
家
に
対
す
る
否
定
は
、
日
本
に
お
い
て
「何
®

に
 

滑
稽
作
家
は
出
で
ざ
る
か
」
と
か
、
あ

る

い

は

「如
何
な
る
人
が
最
も
善
く
 

笑
ふ
か
」

g

と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
に
お
け
 

る
笑
い
と
は
何
か
、
そ
の
笑
い
の
効
用
は
何
か
、

こ
う
い
う
問
題
に
関
し
て
 

の
正
し
い
認
識
が
行
な
わ
れ
な
い
限
り
、

ほ
ん
と
う
の
笑
い
の
文
学
は
生
れ
 

て
来
な
い
の
だ
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
笑
い
に
は
三
種
の
'.シ
ャ
 

ン
ル
が
あ
る
。

「嘲
謔
」
、

「滑
稽
」
、

「
諷
刺
」
。

こ
の
中
で
滑
稽
が
最
 

も

「好
笑
の
醇
粋
な
る
も
の
」

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
滑
稽
は
、

「無
邪
清
 

浄
な
れ
ば
、
之
を
読
め
ば
涼
風
蔽
に
透
り
、
読
み
終
り
て
颯
爽
の
快
い
ふ
べ
 

か
ら
ず
」

(19)と
い
っ
た
よ
う
な
効
用
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
学
に
お
 

い
て
占
め
る
重
要
性
は
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
滑
稽
文
学
観
 

が
、
西
洋
小
説
の
受
容
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
 

が
、
そ
の
出
発
点
が
逍
遥
の
中
に
お
け
る
『膝
栗
毛
』
と

『
ピ
ッ
ク
ゥ
ィ
ッ
 

ク

•
ペ

イ

パ

ー

ズ

』

と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
神
髄
』

に
よ
っ
て
 

十
分
に
推
察
で
き
る
。
無
腸
道
人
浅
野
徳
三
郎
の
『
依
緑
軒
漫
録
』

(明
治
 

二
十
六
年
〕

に
デ
ィ
ヶ
ン
ズ
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
て
' 
一
九
と
の
比
較
が
 

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
逍
遥
や
高
田
半
峰

C

後
述
の
『書
生
気
 

質
』
評
参
照
)

に
刺
戟
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
比
較
文
学
」

十
返
舎
一
九
は
滑
稽
記
者
の
巨
蒙
な
れ
ど
惜
き
哉
、
諧
謔
以
上
に
目
的
と
 

す
る
も
の
な
き
を
も
て
あ
た
ら
其
著
書
を
し
て
一
片
消
光
の
具
た
る
に
過
 

ぎ
ざ
ら
し
め
た
り
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
然
ら
ず
、
滑
稽
の
外
に
人
情
と
い
へ
 

る
大
目
的
あ
る
を
以
て
、
失
笑
の
間
亦
流
涕
せ
ざ
る
を
得
ず
(中
略
)
凡
 

そ
我
邦
の
作
者
は
、
其
滑
稽
な
る
と
真
面
目
な
る
と
を
問
は
ず
皆
な
読
者
 

の
嗜
好
に
投
じ
て
は
其
歓
心
を
買
は
ん
と
の
み
す
る
を
以
て
、
其
全
力
を
 

脚
色
に
致
し
修
飾
に
費
し
、
其
精
神
目
的
は
置
き
て
顧
み
ざ
る
の
風
あ
 

り

。S

三

『書
生
気
質
』
は
、

『
神
髄
』
の
小
説
理
論
の
実
践
と
し
て
は
不
十
分
な
 

も
の
で
あ
っ
た

§

が
、

こ

れ

が

『
ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

•
ペ
イ
パ
ー
ズ
』
と
 

比
較
で

き

る

特
徴
を
も
つ
こ
と
は
、
先
の
島
田
謹
二
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
 

で
あ
る
。
高
田
半
峰
は
、
逍
遥
が
主
人
公
の
な
い
小
説
を
作
っ
た
と
い
っ
て
、 

こ

れ

を

サ

ッ

カ

レ

イ

の

『
虚

栄

の

市

—

主

人

公

な

き

小

説

』

に

な
ぞ
ら
え
て
 

い
る
が
、
小
説
全
体
と
し
て
の
趣
き
か
ら
見
る
と
、

こ
の

評
は
必
ず
し
も
適
 

切
で
は
な
い
。

偶
然
に
も
、
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
し
て
『書
生
気
質
』
と

『
ピ
ッ
ク
ウ
 

ィ
ッ
ク
•
ベ
イ
パ
ー
ズ
』
と
は
似
て
い
る
。
逍

遥

は
最
初
『
遊
学
八
少
年
』 

と

い

ぅ

題
で
、

一
種
の
戯
作
風
の
小
説
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
明
治
 

十
三
四
年
頃
の
寄
宿
生
活
中
に
、
同
窓
と
と
き
ど
き
鴻
の
台
な
ど
へ
遠
足
に
 

出
か
け
る

こ
と
な

ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
紀
行
を
駄
酒
落
ま
じ
り
に
書
き
綴
っ
 

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
多
少
の
筋
立
て
を
し
て
で
き
上
 

っ
た
の
が
『書
生
気
質
』
で
あ
る

。
㉒

57
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デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
、

『
ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
.
ペ
イ
パ
ー
ズ
』

に
関
し
て
最
初
 

は
何
の
プ
ラ
ン
も
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
人
の
戯
画
家
の
ア
イ
デ
ア
に
 

よ
っ
て
、
素
人
ス

ポ

ー
ツ
マ
ン
ク
ラ
ブ
の
冒
険
を
シ

リ

ー
ズ
の
形
で
滑
稽
に
 

描
き
出
そ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
従
来
の
滑
稽
小
説
に
深
く
な
じ
ん
で
い
た
逍
遥
は
、
体
質
的
に
も
 

デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
共
感
し
や
す
い
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
彼
の
滑
稽
観
念
は
 

ま
だ
茶
番
劇
的
風
味
か
ら
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ジ
ヱ
イ
ン
.
才
丨
ス
テ
 

ィ
ン
の
よ
う
な
繊
細
で
精
妙
な
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
は
別
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
も
、
彼
は
先
に
見
た
よ
う
に
、

一
九
や
金
餞
の
卑
猥
さ
を
し
り
ぞ
け
よ
 

う
と
し
た
。

つ
ま
り
、
彼
は
戯
作
趣
味
の
中
で
、
野
郎
こ
と
ば
や
書
生
こ
と
 

ば
か
ら
下
品
な
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
逍
遥
 

の
文
学
的
条
件
を
思
う
と
き
、
『
ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
•
ペ
イ
パ
ー
ズ
』
は
、
彼
 

に
と
っ
て
極
め
て
都
合
の
よ
い
作
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
茶
番
劇
的
 

な

滑
稽
と
、
そ
の
滑
稽
の
材
料
の
純
粋
さ
に
お
い
て
、
ま
た
社
会
の
諸
相
の
 

活
動
的
な
描
写
に
お
い
て
、

こ
れ
は
逍
遥
の
滑
稽
小
説
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
 

な
要
求
を
満
た
し
得
た
は
ず
で
あ
る
。

逍
遥
は
、

「
快
活
小
説
」

の
脚
色
の
方
法
と
し
て
、
現
代
に
お
い
て
は
、

「
必
ず
し
も
詼
謔
酒
落
を
其
主
眼
と
は
な
さ
ざ
る
の
み
か
間
々
哀
切
な
る
話
 

談
を
さ
へ
其
脚
色
中
に
加
ふ
る
事
あ
り
。
」
®

と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、 

先
に
引
用
し
た
浅
野
徳
三
郎
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
評
を
思
い
出
さ
せ
る
。

こ
の
よ
 

う
な
、
笑
い
の
中
に
ペ
イ
ソ
ス
の
風
味
を
添
え
る
の
が
よ
い
と
い
う
プ
リ
ン
 

シ
ブ
ル
は
、

「
小
説
と
は
日
常
生
活
の
描
写
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
モ
 

ア

に

よ

っ

て

生

彩

を

錢

ぺ

イ

ソ

ス
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
 

れ
、
、
文

な

らな
い
」

㈣
と
い
う
ト

ロ

ロ
ー
プ
の
小
説
観
と
一
致
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
高
田
半
峰
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
作
品
を
こ
の
種
の
小
説
の
代
表
と
し
 

て

『
書
生
気
質
』
と
比
較
し
て
い
る
。

彼
の
稚
ャ
ー
ル
ス
術
ケ
ン
ス
が
肥
イ
ク
ウ
ヰ
ッ
ク
伝
を
著
す
に
当
て
や
、

其
趣
向
を
主
と
す
る
に
非
ざ
る
が
故
に
、
毫
も
愁
嘆
の
元
素
を
交
へ
ず
と
 

雖
も
氏
の
著
作
に
至
り
て
は
則
ち
然
ら
ず
、
其
詼

譃の
天
才
を
専
ら
に
す
 

る
に
拘
ら
ず
之
に
交
ふ
る
に
悲
哀
の
元
素
を
以
て
し
、
読
者
を
し
て
或
は
 

腹
を
抱
へ
或
は
腸
を
断
た
し
め
た
り
。
®

『
書
生
気
質
』
は
、

ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
ウ
ィ
ッ
ト
に
は
頗
る
富
ん
で
い
る
け
れ
 

ど
も
、

ペ

イ

ソ
ス
が
足
り
な
い
。
そ
れ
が
こ
の

作
品
の
瑕
瑾
だ
と
半
峰
は
評
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
半
峰
の
評
は
「
社
会
小
説
」
と

し

て

の

『
書
 

生
気
質
』

の
も
の
足
り
な
さ
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
あ
え
て
、
あ
 

る
い
は
、
逍
遥
の
意
図
に
従
っ
て
、

こ
の
小
説
を
、

『
浮
世
風
呂
』
や

『
膝
 

栗

毛

』

の

よ

う

な

「
趣
向
な
き
小
説

」

(
A

 

n
o
v
e
l

 

w
i
t
h
o
u
t

 

p
l
a
n
)

と
区

 

別
し
よ

う

と

し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
に
お
い
て
、

『
書
生
気
質
』 

は

「
快
活
小
説
」

で
あ
る
。

「
其
趣
向
を
主
と
す
る
に
非
ざ
る
が
故
に
、
毫
 

も
愁
嘆
の
元
素
を
交
」
え

な

い

『
ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
•
ペ
イ
パ
ー
ズ
』
と

同
 

じ

「
快
活
小
説
」
が
あ
る
。

『
書
生
気
質
』
が

『
ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
•
ペ
イ
パ
ー
ズ
』
と
最
も
よ
く
似
 

て
い
る
の
は
、

こ
と
ば
の
遊
び
や
駄
酒
落
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
 

点
で
あ
る
。

こ
れ
は
必
ず
し
も
逍
遥
が
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
か
ら
影
響
を
こ
う
む
 

つ
た
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
は
、
逍
遥
に
と
っ
て
の
親
し
 

み
や
す
さ
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
だ
と
い
つ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
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『
膝

栗

毛

』

な

ど

の

駄

酒

落

が

身

に

つ

い

て

い

た

逍

遥

に

と

っ

て

は

、

『
ピ
 

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

•

ペ

イ

パ
ー

ズ

』

の
中
で
縦
横
無
尽
に
頓
知
の
才
を
ふ
る
い
 

サ
ン
チ
ョ

•
パ

ン

サ

顔

負

け

の

比

喩

や

逸

話

を

弄

し

、

し

か

も

正

義

感

の

強

 

い

サ

ム

•

ウ

ヱ

ラ

ー
な
ど
は
、

最

も

共

感

し

や

す

い

喜

劇

的

人

物

の

典

型

で

 

あ

っ

た

に

遗

い

な

い

。

ま

た

デ

ィ

ケ

ン

ズ

特

有

の

気

ど

っ

た

表

現

法

も

、
逍
 

遥

の

好

み

に

あ

っ

て

い

た

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

例

え

ば

、

時
の

経

過

を

叙

す

 

る

の

に

「
天

下

無

雙

の

正

直

者

、

時

を

違

ぬ

親

玉

と

て

(

H
f
ë
n
, 

t
h
e

 

m
p
s
t

 

p
u
n
c
t
u
a
l

 

s
e
r
v
a
n
t

 
of 

all 

w
o
r
k
s
.
)

時

刻

と

も

な

れ

ば

用

捨

も

な

 

く

、
日

丈

西

山

に

入

相

の

…
」
树

と

あ

る

の

は

、

S
T
h
a
t

 

p
u
n
c
t
u
a
l

 

s
e
r
s
n
t

 

0
f 

all 

worlds, 

t
h
e

 

s

p
tr
a
d
 

just 

risen, 

s
d
l
j
c
g
a
n

 

to 

strik の 

a

 

一

i
g
h
r:,
s7)と
い

う

デ

ィ

ケ

ン

ズ

の

文

句

か

ら

と

っ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

 

力

そ

し

て

、

『
書

生

気

質

』
第

六

回

に

登

場

す

る

風

変

り

な

医

学

生

野

々

口

 

沾

作
は
、

『ピ
ッ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
•
ペ
イ

パ

ー
ズ
』

の
ボ

ブ

.

ソ

ウ

ヤ

ー

と

い

 

う

貧

乏

医

学

生

を

髪

鬆

た

ら

し

め

る

。

和

洋

服

の

違

い

は

あ

る

が

、

そ
の
み
 

な

り

に

関

し

て

、

あ

る

い

は

そ

の

放

蕩

ぶ

り

に

関

し

て

、

偶
然
と
は
思
わ
れ
 

な

い

よ

う

な

類

似

性

が

あ

る

。
陽

気

と

い

う

よ

り

は

む

し

ろ

グ

ロ

テ

ス

ク

な

 

タ
イ
プ
で
あ

る

と

い

う

点

で

も

共

通

し

て

い

る

。

し
か
し
、

『
書

生

気

質

』

と

『
ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

•
ペ
イ
パ
ー
ズ
』

の
関
 

係

が

緊

密

で

あ

る

こ

と

を

立

証

す

る

た

め

に

は

、

も

っ

と

具
体
的
な
例
を
示
 

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

『
書

生

気

質

』
第

十

四

回

「
近

眼

遠

か

ら

ず

駒

込

の

温

泉

に

再

度

の

間

 

違

」

は
、

宿

屋

の

部

屋

を

間

違

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

生

ず

る

喜

劇

で

あ

る

。 

眼

鏡

な

く

し

て

は

盲

目

同

然

の

桐

山

と

い

う

書
生
が
温
泉
か
ら
上
っ
た
と
こ

「
比
較
文
学
」

ろ
が
、

眼

鏡

が

な

い

。

自

分

の

戾

る

べ

き

部

屋

が

ど

れ

な

の

か

さ

っ

ぱ

り

見

 

分

け

が

つ

か

な

い

。

書

生

は

(
中
略
)

廊

下

を

そ

ろ

そ

ろ

あ

ゆ

み

ゆ

き

て

、

や
う
や
く
客
座
 

敷

の

縁

側

ま

で

は

、

ま

ず

別

条

な

く

た

ど

り

し
が
、

何

処

が

お

の

が

部

屋

 

で

あ

っ

た

る

事

や

ら

、

眼

を

細

う

し

て

見

廻

せ

ど

も

、

铹
同

じ

や

う

な

 

な

る

ゆ

^
、

容

易

に

判

然

と

は

見

分

が

な

く

、

暫

時

停

立

つ

つ

躊

躇

 

せ
し
が

、

さ

り

と

て

お

の

が

部

屋

は

何

処

だ

な

ど

と

、

女
中
に
尋
ね
る
の
 

も

不

見

識

な

り

。
殊

に

は

い

そ

が

し

い

取

込

最

中

、

女

中

を

呼

た

て

る

も

 

気

の

毒

だ

と

、

と

ん

だ

所

で

気

が

ね

を

し

て

、

た
し
か

三

番

目

の

部

屋

な

 

ら

ん

と

、

ま

づ

そ

ろ

そ

ろ

と

入

て

見

る

に

、

爰
に

は

行

灯

を

つ

け

置

た

る

 

が

、

油

が

尽

ぎ

は

と

な

り

し

と

見
え
、
数

行

處

氏

の

涙

、

四
面
楚
歌
の
声
 

と
、

後

へ

附

句

し

た

き

明

滅

あ

か

り

。
®

皮

が

蒲

団

の

中

で

横

た

わ

っ

て

い

る

と

こ

ろ

へ

、

ほ
ん
と
う
の
借
主
の
女
 

性

が

入

っ

て

来

て

仰

天

卒

倒

す

る

。

こ
れ

は

ち

ょ

う

ど

、

イ
プ
ス
ウ
ィ
ッ
チ
 

の

「
大

白

馬

亭

J

に

お

け

る

ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

氏

の

冒

険

と

同

じ

趣

向

に

な

つ
て
い
る
。

真

夜

中

に

ピ

ッ

ク

ウ

ィ

ッ

ク

氏

は

食

堂

に

置

忘

れ

た

懐

中

時

計

を

探

し

に

 

行

く

。

と

こ

ろ

が

帰

り

の

通

路

で

す

っ

か

り

^

っ
て
し
ま
う
。

Row
s of doors, garnished w

ith boots of every shape, m
ake, 

and size, branched off in every possible direction. A
 dozen 

tim
es did he softly turn the handle of som

e bed-room
 door
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w
h
i
c
h
 
r
e
s
e
m
b
l
e
d
 
his 

o
w
n
,
 
w
h
e
n
 
a 
gruff 

cry 
f
r
o
m
 
within 

of 
'
W
h
o
 
the 

devil's 
t
h
a
t
?
’ 
or 

‘W
h
a
t
 
d
o
 
y
o
u
 
w
a
n
t
 
h
e
r
e
?
’ 

c
au
se
d 

h
i
m
 
to 

steal 
a
w
a
y
,
 
o
n
 
tiptoe, 

w
i
th
 
a 
perfectly 

m
a
r


vellous 
celerity. 

H
e
 
w
a
s
 
r
e
d
u
c
e
d
 
to 

the 
v
er
g
e
 
of 

despair, 

w
h
e
n
 
a
n
 
o
p
e
n
 
doo

r 
attracted 

his 
attention. 

H
e
 
p
e
e
p
e
d
 in. 

R
i
g
h
t
 
at 

last ! 
T
h
e
r
e
 
w
e
r
e
 
the 

t
w
o
 
beds, 

w
h
o
s
e
 
situation 

h
e
 perfectly 

r
e
m
e
m
b
e
r
e
d
,
 
a
n
d
 
the 

fire 
still 

bur
ning. 

H
is 

candle, 
not 

a 
lon

g 
o
n
e
 
w
h
e
n
 
h
e
 
first 

received 
it, 

h
a
d
 

flickered 
a
w
a
y
 
in 

the 
drafts 

of 
air 

t
h
r
o
u
g
h
 
w
h
i
c
h
 
h
e
 
h
a
d
 

passed, 
a
n
d
 
s
a
n
k
 
into 

the 
socket 

as 
h
e
 
closed 

the 
d
o
o
r
 

after 
him. $

そ
し
て
ナ
イ
ト
キ
ャ
ッ
プ
姿
で
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
と
、

一
人
の
婦
人
が
入
 

っ
て
来
て
寝
仕
度
に
か
か
る
。

そ
の
と
き
の
ピ
ッ
ク
ゥ
ィ
ッ
ク
氏
の
狼
狽
ぶ
 

り
や
、

|̂1ノ
、
に
ど
な
ら
れ
、

廊
下
へ
放
り
出
さ
れ
る
と
き
の
惨
め
さ
が
実
に
 

滑

稽

で
あ
る
。

寝
室
に
お
け
る
間
違
を
も
と
に
し
た

I盛
劇
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。

『
ド

ン

. 

キ
ホ
ー
テ
』

に
も
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
ダ
の
作
品
に
も
、

『
膝
栗
毛
』

に
も
 

あ

る

。

し
か
し
デ
ィ
ケ
ン
ズ
ほ
ど
巧
み
に
野
卑
を
和
ら
げ
、
性
と
無
関
係
に
 

滑
稽
を
描
き
得
た
も
の
は
な
い
。

つ
ま
り
、

滑
稽
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
も
の
 

が
陋
猥
の
事
物
で
は
な
い
と
い
ぅ
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
情
態
の
描
写
の
主
張
と
、

こ
の
滑
稽
に
関
し
て
の
猥
俗
排
撃
 

と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
す
る
逍
遥
の
答
え
は
 

こ
う
で
あ
る
。

「
お
よ
そ
鄙
猥
な
る
事
柄
に
も
大
概
定
限
の
あ
る
事
に
て
、 

世
の
情
態
を
う
つ
し
い
だ
す
に
、

い
は
で
か
な
は
ぬ
鄙
猥
の
事
あ
り
、

い
ふ

ベ
か
ら
ざ
る
卑
陋
あ
り
。

い
は
で
叶
は
ぬ
鄙
猥
の
事
件
は
之
を
叙
す
る
に
心
 

を
用
ひ
て
な
る
べ
く
淡
白
に
模
写
し
い
だ
し
、

餘
は
読
む
も
の
の
心
々
に
想
 

像
し
得
る
に
任
す
べ
き
な
り
。
」
⑽

ち
ょ
ぅ
ど
デ
ィ
ヶ
ン
ズ
が
、

『
オ
リ
ヴ
ァ
 

•

ト

ゥ

イ

ス

ト

』

の
序
文
に
お
い
て
、

人
間
の
堕
落
を
生
々
し
く
描
き
な
が
 

ら
も
、
彼
等
の
口
に
す
る
こ
と
ば
に
関
し
て
は
、

そ
の
生
の
ま
ま
を
写
す
よ
 

り
は
、

そ
れ
が
い
か
に
不
潔
な
も
の
で
あ
る
か
、

お
の
ず
と
推
察
で
き
る
よ
 

ぅ

に

つ

と

め

た

⑽

と

い

っ

て

い

る

の

を

思

い

出

さ

せ

る

よ

ぅ

な

議

論

で

あ

 

る
。 

(
同
志
社
大
学
) 

(
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
成
金
に
よ
る
)

注

⑴

「
回
憶
漫
談
」

(
其
一
)
(
『
逍

遥

選

集

』
第
十
二
巻
所
収
)

参
照
。

⑵

『
神

髄

』

の

「
小
説
の
主
眼
」

の
中
で
長
々
と

引
用
し
て
い
る
ジ
ョ
ン
 

•

モ

ー

レ
イ
の
ジ

ョ

ー

ジ

•

エ

リ

オ

ッ

ト

論
は
、

恐

ら

く

『
マ
ク
ミ
ラ

ン
』
誌

(含
癸
ョ
£
§
^
含
袭
§

3-0
第
十
四
号
(
一
八
六
六
年
八
月
) 

に
載
っ
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ

。R
i
c
h
a
r
d

 

S
t
a
n
g
, 

7
7

r
f
o
Q
o
/
^
の 

^

i 5
5

O—

J87
o

(c
o
l
u
m
b
i
a
,
1
9
6
6

)
に
、

モ

1レ
 

イ
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
作
中
に
お
け
る
考
察
、
意
見
を
評
し
て
「
人
生
の
 

批
評
」
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
あ
る
。

出

 

A
n

t
h

o
n

y

 

T
r
o
l
l
o
p
e
,

」

ョ

」

ミ

 

0
6

s -g
r
o
p
/l

y
o
x
f
o
r
d
,
1
9
5
8
)，

c
h
a
p
. 

X
I
I
I
, 

P
.

 

2
1
4

•

⑷

半

峰

居

士

「
当
世
書
生
気
質
の
批
評
」

(
『
当

世

書

生

気

質

』

―

正
十
五
年
、

東
京
堂
——

附
録
一
、

六
頁
)

⑸

『
小
説
神
髄
』

(
岩
波
文
庫
)

下
巻
、

「
文
体

論

」

、

一
一
一
頁
。
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A
u
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r
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S

 

P
r
e
f
a
c
e

 

to 

t
h
e

 

T
h
i
r
d

 

E
d
i
t
i
o
n
〔of 

s

s'
e
r
 

r
s
s-
f〕K

a
t
h
l
e
e
n

 T
i
l
l
o
t
s
o
n
e
d
, 

s
s-
er n

s
J

—T
h
e

 C
l
a
r
e
n
d
o
n

D
i
c
k
e
n
s
,
1
9
6
6
)，

Ixiii-
lxiv.

⑺

右
同

⑻
 

r
îfi言
に
か
ふ
る
に
…
…
」
前

掲

『書
生
気
質
』
百
五
十
頁
。

⑼

五
月
十
二
日
の
絵
人
朝
野
新
聞
で
逍
遥
は
、
脳
病
の
た
め
に
執
筆
が
困
 

難
に
な
っ
た
こ
と
を
訴
え
て
お
り
、
五
月
十
四
日
に
は
「苦
し
い
幕
切
 

れ
だ
」
と
い
っ
て
と
ぎ
れ
て
い
る
。

⑽

『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
九
年
八
月
号
•
夏

季

特

輯

「明
治
大
正
文
学
 

を
語
る
」
聞
き
手
と
筆
記
は
柳
田
泉
氏
。

M 

「此
処
や
か
し
こ
」
第
二
篇
第
二
回
の
続
.
絵
入
朝
野
新
聞
、
明
治
二
 

十
年
四
月
二
十
四
日
。

⑽

「旅

ご

ろ

も

」第
二
回
の
続
、
読
売
新
聞
、
明
治
二
十
年
二
月
四
日
。

⑽

右
同
、
二
月
五
日
。

S

島

田

謹

二

『
近
代
比
較
文
学
』

(昭
和
三
十
一
年
、
光
文
社
)
七
三
—
 

四
頁
。

g

 

『
神
髄
』
下
巻
、

「小
説
脚
色
の
法
則
」

一
四
二
頁
。

⑽

右
同

g

島
田
謹
二
、
前
掲
書
、
七
二
頁
。

g

 

『逍
遥
選
集
』
第
八
卷
所
収
。

⑽

「如
何
な
る
人
が
最
も
善
く
笑
ふ
か
」

⑽

『依
録
軒
漫
録
』
四
三

ÎT。

餌

し

か

し

、
白

雲

山
人
が
「小
説
の
厄
運
」

(読

売

.
明
治
二
十
年
一
月
 

十
九
日
)
と
題
し
て
、
理
論
ほ
ど
に
小
説
が
書
け
て
い
な
い
と
い
っ
て
、

「
比
較
文
学
」

暗
に
逍
遥
を
皮
肉
っ
た
と
き
、
早
速
逍
遥
か
ら
反
駁
が
出
た
。

「隠
居
 

は
小
説
に
熱
中
せ
る
ま
ま
に
屢
々
理
論
上
の
小
説
を
持
だ
し
お
ょ
そ
小
 

説
と
申
す
者
は
斯
う
し
た
塩
梅
で
ご
ざ
ら
う
左
様
し
た
性
質
で
は
ご
ざ
 

る
ま
い
な
ど
講
釈
三
昧
を
試
み
た
る
事
あ
れ
ど
、
そ
れ
は
美
学
家
の
資
 

格
に
て
申
し
た
事
決
し
て
我
腕
は
斯
う
で
ご
ざ
る
佶
と
理
論
通
り
に
や

つ
て
の
け
る
と
高
言
し
た
覚
え
は
一
向
無
い

.

.

云
々
」

S

 

「作
者
余
談
」

へ
逍
遥
遊
人
訂
、
神
代
種
亮
記
、
前

掲

『書
生
気
質
』 

附
録
六
、
三
十
九
頁
)
及

び

「回
憶
漫
談
」

(其
一
)
参
照
。 

m

 

『神
髄
』
下
巻
、

「小
説
脚
色
の
法
則
」

一
四
一
頁
。
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(A
. 

T
r
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,

0/?. 

c
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109.)

®

半
峰
居
士
、
前
掲
、
十
一
頁
。

^
 

『書
生
気
質
』
第
十
四
回
、
二
百
十
一
頁
。
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Illustrated 

D
i
c
k
e
n
s
) 

c
h
a
f
>
. 一一,?

6.

g

 

『
書

生

気

質

』

第

十

四

回

、

二

百

十

七

—

八

頁

。

㈣

.
P/^
§
.

CA: p
a
/J

S
, 

c
h
a
p
. 

X
X
I
I
, 

P
P
. 

307-8.

⑽

『神
髓
』

一
四
四
頁
。

§
 

I 
e
n
d
e
a
v
o
u
r
e
d
 

to 
ba
ni
s
h 
f
r
o
m
 
the 

lips 
of 

the 
lowe

st 

character 
I 

introduced, 
a
n
y
 
exp

res
si
on
 
that 

c
o
u
l
d 

b
y
 

possibility 
offend; 

a
n
d
 
rather 

to 
lead 

to 
the 

u
n
a
v
o
i
d
a
b
l
e
 

inference 
that 

its 
existence 

w
a
s
 
of 

t
he
 
m
o
s
t
 
d
e
b
a
s
e
d
 

a
n
d
 
vicious 

kind, 
t
h
an
 
to p

r
o
v
e
 
it 

elaborately 
b
y
 
w
o
r
d
s
 

a
n
d
 
deeds. 

(’A
u
t
h
o
r
’s 

Pr
e
fa
ce
 
to 

t
he 

T
h
i
r
d
 
Edition, 

lxiv.)
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