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森
鴫
外

「

日
本
文
學
の
新
趨
勢
」

に

つ

い

て

（

一
）

1
發
見
さ
れ
た

獨
文

「

東
漸
雑
誌
」

よ

り
ー

小

堀

桂
一

郎

　

森
鴎
外
が

ド
イ
ツ

留

學
か

ら

歸

國
し

て

問
も
な
い
、

明
治
二

十

二

年
の

三

月

に、

當
代
の

日

本
文
學
の

新
し

い

趨
勢
に
つ

い

て、

ド
イ
ツ

語
を
以

て
］

論
文
を

草
し、

こ

れ
を
國
内
で

發
表
し
た

こ

と

が

あ
る

と

い

ふ

事
蹟
に

つ

い

て

は

夙

に

人
々

の

知
る

と

こ

ろ

で

あ
つ

た。

た

だ

そ
の

論
文
自
體
は

文
學
史
の

行
間
に

埋

没

し

て

し
ま
つ

て

長
い

間
行
方
不

明
の

状
態
に

な
つ

て

ゐ

た

の

で、

そ

の

論
文
は

月

並
の

表
現
な

が

ら

「

幻

の

論
文
」

と

し

て

文
學
史
家
の

痛
惜
の

的
と

さ

れ

て

ゐ

た

も
の

で

あ
る

。

論
文
自
體
も
さ
う
で

あ
る
が、

こ

れ
を
掲
載
し

た

と

さ

れ

て

ゐ

る

「

獨

逸
文

雜
誌
會
」

刊

行
の

く
o
口

芝
Φ

ω
け

昌
Q6

げ

O
馨

と

い

ふ

雜
誌
そ
の

も
の

が

「

幻
の

雑
誌
」

と

い

ふ

こ

と
に

な
つ

て

ゐ

た
。

そ
れ

が

平
成

七

年
九

月
に

ふ

と

世
に

現
れ
た

。

古
書
展
の

會
場
で、

と
で

も
い

ふ

の

で

あ
れ
ば

多
少
劇
的
だ
が、

何
と
い

ふ

こ

と

も
な
い

國
立
國
會
圖
書
館
の

未
整
理

雜
誌

の

堆
積
の

中
に

埋

も
れ

森

鴎
外

「

日

本
文
學
の

新

趨
勢」
に

つ

い

て

小
堀

桂一
郎

＊

眷．口
語
文
化

学
科

日

欧
近

代
文
学

て

ゐ

た
の

が、

平
成
四

年
四
月
に

整

理
・

登
録
さ
れ

て

さ

り

げ
な
く
所
藏
本
の

仲

間
に

加
は

つ

て

ゐ

た、

と

い

ふ

の

だ

か

ら
一

寸
拍
子
抜
け
と
い

つ

た

感
じ

の

出
現

で

あ
つ

た
。

　
こ

の

出
現

は
流
石
に

學
界
の

み

な
ら

ず
、

ジ

ャ

ー

ナ

リ
ズ

ム

で

も
一

般
紙
の

社

會
面
で

の

記

事
と

な
る
ほ

ど

の

話
題

性
は
あ
つ

た
。

朝
日

新
聞
の

平
成
七

年
九

月

二

十
日

夕
刊
で

「

鴎
外

“

幻

の

論
文
”

を
發
掘
」

と

い

ふ

見

出
し
の

下

に、

去
る

五
月
に

慶
應
義
塾
大
學
の

井
戸
田
總
一

郎
教
授
が

國
會
圖
書
館
で

そ

の

ド

イ
ツ

語

雜
誌
の

第
一

號
か

ら
三

號
ま
で

の

三

冊
を
發
見

し

て

ゐ

た

こ

と

が

報
ぜ

ら

れ
た

。

本
稿
の

筆
者
も
同
紙
の

學
藝
部
か

ら
コ

メ

ン

ト

を
求
め

ら

れ

て、

こ

の

發
見
の

意

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
ハ
　り

味
に

つ

い

て
一

言
解
説
を
公
表
し

た
。

　
「

幻
の

雜
誌
」

と
呼
ば

れ
て

は

ゐ

た

が、

こ

の

ド

イ
ツ

文
雜
誌
の

存
在
は

疑
ふ

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ハ
　ソ

餘
地
の

な
い

事
實
だ
つ

た
。

鴎
外
の

末
弟
森
潤
三

郎
氏
に

『
鴎
外
森
林
太

郎
』

と

標
題
し

た

編
集
體
の

傳
記
が

あ

り、

長
い

間
（
お

そ
ら

く
は

今
で

も
な
ほ

十

分

に
∀

尊
重
さ
れ

て

ゐ
る

勞
作
だ

が、

そ

の

中
で、

明

治
二

十
二

年
の

項
に、

　
〈

一

月
二

十
五
日

長
坂

富
治
と

い

ふ

人
が
．．

〈
o
口

妻
Φ
ω
冖

口
蝉
o
ず

O
ω

忙．

と

題
す

　
る

獨
逸
語
の

月
刊
雜
誌
を
發
行
し
た
。

永

續
は

し

な
か

つ

た

ら
し

い

が、

わ
た

　
く
し

の

許
に

国
「

ω
け

奠

冒
畔
αq
⇔
5
αq

の

合
本
が

あ
つ

て、

そ

れ

に

兄
の

論
文
が

五

　
篇
と

「

お
も
か

げ
」

の

抄
が

掲
載
さ

れ

て

ゐ

る
〉

と

書
い

て

ゐ

る

か

ら
で

あ
る

。

こ

れ
に

續
く
記
述
に

よ
れ

ば、

五

篇
の

論
文
と

は

以
下
の

通
り
で

あ
る

。

　
H°
　
国

号
8
讐
巷
臣
ω

67

『

《
伊q
一

 

三
。゚

o

訂

ω

ε
島
Φ

q
げ

霞

を
o
げ

巳
日

曽
。卩

臼

血

奠

　
　
冒
℃

き
9°

　
卜。°

爭
9
 

冒
 

コ

2
 

固

3
ε
5
αq
匹
Φ

こ
巷
靉

巳
の

98

＝
洋
 
「

国
什

塁

　
ω゜

O
σ

霞

岳
 

→

幕
讐
 

ほ
「

蕷
Φ゚

　
　
　
：

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　〔ω7

　
ら゜
　
q
ぴ

臼
α
国

ω

U
ロ
Φ
＝

≦
Φ

ω

 

ロ

圃
都

冨
眉
餌

戸

1
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明凵
亜

大勘
予

研閏
究
紀孤
女
　門u
口

本
文

化翫
子

部・
言同．
血旧
文

化
学
科】
　

第
四口
町

　、
九

九亠
ハ

年

　
 ゜
　
N
霞

Z
節

ぼ，
¢
コ
αq
ω

ヰ
節

αq
Φ

ぎ

貯
唱
節

拝

　

更
に

儀

於
母
影
L

は

最
初
の

「

い

ね

よ

か

し
」

と

「

ミ

ニ

ヨ

ン

の

歌
」

と

の

初
節、

「

月
光
」

の

全
章
と

原
文
と

を
並
べ

て

擧
げ
て

あ
る
〉

と

記
さ

れ

て

ゐ

る
。

そ
の

譯
詩
部
分
は

い

か

に

ド

イ
ツ

語
雜
誌

と

い

へ

ど

も
國
字
で

印
刷
し
て

あ

る

も

の

と

思
は

れ

る

が

確
認
で

き

な
い
。

和
譯
な
ら
ロ

ー
マ

字
表
記
で

示
す

こ

と

も
可

能
だ

ら

う
が、
「

月
光
」

は

漢

字
の

み

を
以
て

漢
詩
の

如

き

體
裁
に

譯

し

た

も
の

だ

か

ら
で

あ

る
。

　

論
文
の

第
…

の

も
の

と

第
五

と
は

後
に

鴎
外
及
び

そ
の

身
近
に

ゐ

た
睦
軍
軍

醫

達
の

獨

文
に

よ
る

衛
生
舉
論
文
集
．、

』

節
℃
鋤
コ

虹
コ
α

器
冒
Φ

O
 

の
耐

5
鳥
げ
 

肆
の

℃

贄
Φ
鴨
Φ、、

（
明

治
四
十

四

年…
二

月
陸
軍
省
醫
務
局
編

纂
・

發
行）

に

収

め

ら

れ、

從
つ

て

後

に

全

集
に

も
収
録

さ

れ
て

ゐ

て

入

手
は

簡
單
で

あ
る。

第
二
・

三
・

四
の

入

文
學

の

分

野

に

わ

た

る

論
文
は、

こ

の

ド
イ
ツ

文
雜
誌

が

讀
書
人
の

世

界
に

出
現

し
な

い

限

り、

讀
む

こ

と

は

で

き

な
い

も
の

と

思
は
れ

て

ゐ

た
。

今
回
出
現
し

た

第
二

の

論
文

『

臼

本
文

學
の

新
趨
勢
』

の

冒

頭

部
分
は

森
潤
三

郎
氏
の

上

記
著
書
の

當

該
べ

ー

ジ

に

寫
眞
版
が

載
つ

て

ゐ

る
。

ど

ん

な
に

礦
大
し

て

み

て

も
判
讀
は

困
難

で

あ
つ

て、

標
題
が

甚
だ

興

味
を
唆
る

も
の

で

あ
る
だ

け

に、

筆
者
を
含
む

多
く

の

研

究
者
が

も
ど

か

し
い

思

ひ

に

驅
ら

れ

た

も
の

で

あ
る

。

　

も

つ

と

も
こ

の

論
文
が

如

何
な
る

内
容
・

趣
旨
の

も
の

で

あ
る

か

を
推
測

す
る

手
が

か

り
は

い

く
つ

か

あ

つ

た。

そ

の

一

は

こ

の

論
文
に

對

す
る

批

評
が

當
時

讀

賞
新
聞
に

載
り、

鴎
外
が

そ

の

批
評
に

對

す
る
反
駁
文
を
同
紙
に

投
書
し

て

ゐ
る

か

ら

で

あ
る．

　

批
評
を

し

た

の

は

「

巖
々

生
」

と

い

ふ

匿
名
子

だ

が、

こ

の

人

は

同
じ

讀
費
新

聞
紙

上
で

同
時
期
に、

石
橋
忍
月
の

ド

イ
ツ

詩
の

翻
譯
に

對

す
る

否

定
的
な
批
評

を

投
書
（
明

治
二

十

二

年
三

月
十
五

日

「

獨
逸
文

學
の

不

運
」）

し

て

ゐ

る

こ

と

も
あ
る

の

で、

と

に

か

ぐ

ド

イ
ツ

文
學
に

素
養
の

あ
る
入
だ

つ

た

で

あ
ら

う
。

こ

の

鴎
外
論
文
自
體
に

對
す
る

批
評
は

未
だ

確
認
し

て

ゐ

な
い

が、

鴎
外
の

反
駁
文
は

「

巖
々

親
爺
へ

」

と

題
す
る

も
の

で、

七

日

の

讀
賣
新
聞
「

寄
書
」

欄
に

掲

載
さ

れ

た
。

署
名
は

以

下
の

通
り
で

あ
る
。

　
　
　

　

　
　
　

2

　
　
　
こ

れ

に

對
す
る

明

治
二

十

二

年
四
月

十

「

鴎
外
」

で．

本
文
は

が
ん

　
　
お

や

じ

巖
々

親

爺
へ

　

　
ほ

る

　

　
や

　

　

び

ぬ

う

さ

い

り
や

う
く

ん

　

こ

と

さ

　

　

　

あ

　
　

　
　

　
　

　
　

　

し

ゆ

　

ほ

う

し

ん

　

し

め

　

　

た

　

　

春
の

屋
と

美
妙

齋

兩

君
を
故
ら

に

舉
げ

た

の

は

二

種
の

方
鍼
を
示

す
爲
め

　

　

　

す
な
ぱ

　

　

で

す
即
ち

　

　

　

　
は

る

　
　
や

く

ん

　

き
う
し

ふ

　
　
い

ツ

ぜ

ん

　

ひ

ひ

や

う
　
　

こ

う

　

し

や

し

ん

せ

う

せ

つ

　

　

　

　
春
の

屋
君、

舊
習

を
一

洗
す
批
評
の

功、

寫
眞
小
説

　

　

　

　
び

め

う

さ

い

く

ん

　
し

ん

ぶ

ん

ぜ．串
　

　

　

さ

う
ざ、
つ

　．」
う

　
れ

き

し

せ

う

せ

っ

　

　

　

　
美
妙

齋
君、

新
文
法
を
起

こ

す
創
造
の

功、

歴

史
小
説

　

　

　
ま

　

　
こ

ん

な

　

　
う

ん

　

　

　

　

　

　
　

ま

　

　
け

ん

ぱ

う

は

フ

ぷ

　
　

　

　

　

ご

　

　
ぜ

ん

ぶ

ん

ど

　
こ

　

　

　

先
づ

此
様
に

論
じ

ま
し

た

又

た

憲
法
發
布
と

い

ふ

語

は

全
文
恂

處
に

も
な

　

　

　

　
　
め

　

　
さ

ま

　
　

た

ま

　

し

ゃ

う
ら

い

　

リ
ツ

け

ん

せ

い

た

い

　
　

　
　
　

こ

　
　

も

ち

　
　

　
　

ヒ

こ

ろ

　

　

く

チ

ト
目

を
醒

し

玉
へ

將

來
の

立

憲
政
体
と

い

ふ

語
を
用
ひ

た

る

處
に

は

　

　
す
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

し

か

　

　
き

み

　

　
た

い

　

　

　

　

　

　い

　

　

少

し

は

い

搾
o
 

o
け

冨

℃
o
Φ
け

ざ
騨

も
あ
り

ま
す

然
し

君

に

對
し

て

は

言
ふ

も

　

　
む

え

き

　

せ

う

せ

つ

か

　

め

い

ぼ

　

　
だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り

う

けい
く

ん

　

も

ら

　

　

無
盤
か

小

説
家
の

名

簿
を
出

し

た

の

で

も

な
し

龍
溪
君

を
洩
し

た

と

は

…

…

　

　
ま

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ど
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
　
　
こ

と

　

　

又

た

「

ヘ

ン

テ
ン

コ

ー

ヘ

ル
」

と

は

何
ん

な
も
の

か

ま
だ

喰
べ

た

事
が

な
い

　

　

　

　
　
　
し

や

れ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
へ
た

　

　

そ

れ
と

も
洒

落
か

さ
り

と

は

拙
な

　
こ

の

當
時、

鴎
外
は

こ

の

種
の

投
書
文
に

は

し

き

り
に

か

う

し

た

戲
文
調
の

文

體
を
用

ゐ

た
。

後
半、

青
年
時
代
の

批
評
・

評
論
文
を

集
成
し

た

大

附
の

論
集

『

月
草
』

を
編

纂
・

刊
行
し

た

時
（
明

治
二

十

九

年
十
二

月、

春
陽
堂
刊）

こ

れ

ら
の

戯

文
は

全

て

冷
靜
な
格
調
の

文
體
に

書
き

改
め

ら
れ

た

が、

そ

こ

で

本
篇
の

改
稿
結
果
は

以

下

の

如

く
で

あ
る

．
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一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Melsel 　unlverslty

東
漸
雜
誌
に

就
き

て

巖
々

生
に

言
ふ

　

東
漸
雜
誌
の

今
の

日

本
の

小
説
家
と
し

て

遒
蓬
子
と

美
妙
子
と

を
擧
げ
し

は、

彼
は

所
謂
寫
翼
小
説
の

俤
あ
り

て、

兼
ね
て

批
評
上
よ
り
舊
習
を
洗

ひ

し

處
あ
る

を
論
じ、

此
は

歴
史
小

説
に

着
手
し

て、

兼
ね
て

新
文
法
を
起

さ

む

と

せ

る

功
少
か

ら
ざ

る

を
論
ぜ

し
な
り

。

い

つ

れ

も
一

時
の

お

も
な
る

風

潮
を
指
し

示
し

た

る
の

み

な
れ

ば、

龍
溪
子
い

か

に

大
家
な
ら

む

も、

そ

を

洩
し

た

る

を
罪
せ

ら
る

べ

き

に

あ
ら
ず

。

幸
に

再
思
あ
り
た

し
。

（
明

治
二

十
二

年）

　

是
に

由
つ

て

見
れ

ば、

『

日

本
文
學
の

新
趨
勢
』

が、

當
代
の

小

説

家
と

し

て

坪
内
逍

遙
と

山
田
美
妙
の

二

家
を

舉
げ、

前
者
の

寫
實
主
義
の

大
原

則
と

手

法

に、

又
他
方
後
者
の

浪
漫
主

義
的
な
歴
史
小
説
へ

の

志
向
と
文
體
上
の

新
し
い

試

み

と
に

新
時
代
の

意

義
を
認

め

た

も
の

で

あ
ら
う
と
い

ふ

ほ

ど

の

推
測
は

つ

い

た

の

だ
つ

た。

巖
々

生
が、

矢
野
龍
溪
の

名
を
舉
げ
る
の

を
忘
れ

た

で

は

な

い

か、

と

詰
つ

た
ら

し

い

の

に

對
し、

優
れ
た
作
家
を
列

舉
し

た

文
で

は

な
い
、

特
色
あ

る

新
傾
向
の

代
表
的
作
家
と

し
て

の

逍
遙
と

美
妙
を
取
り

上
げ
た

ま
で

な
の

だ、

と

應
酬
し

て

ゐ

る

と

こ

ろ、

如
何
に

も
明

治
二

十
二

年
と

い

ふ

年
の

文
壇
の

空

氣

が

窺
は

れ
て

面
白
い

も
の

で

あ
つ

た。

　
埋
没
し
て

ゐ

た

鵬
外
論
文
の

内
容

を
窺
ふ

も
う
一

つ

の

手
が

か

り
と

い

ふ

の

は、

實
は

そ

れ

ほ

ど
一

般
的
な
も
の

で

は

な
い
。

そ
の

手
が

か

り

自
鶻
が

國
文
學

の

世
界
で

は

稀
覯
に

屬
す
る

も
の

と

い

ふ

べ

き
だ

ら

う
。

　
元
來
こ

の

ド
イ
ツ

語
雑
誌
、．

＜
o
昌

亳
Φ

馨

轟
o
ゴ

O
馨．．

鴎
外
の

用
ゐ

た
呼

名

で

言
へ

ば

「

東
漸
雜
誌
」

は、

筆
者
が

鴎
外
の

文
業、

殊
に

ド

イ
ツ

留
學
の

經

驗

と

そ
の

影
響
が

濃
厚
に

影
を
落
し

て

ゐ

る

明

治
二

十
年
代
（

日

清
戦
争
へ

の

出
征

森
鵠

外
「
凵

本

文
學
の

新
趨

勢」
に

つ

い

て

小
堀
桂
一
郎

に

よ
る
文
壇
生

活
の
一

時
中
斷
ま
で

と

區
切
つ

て

お

い

て

よ
い

が）

の

評
論
活
動

の

研
究
に

取
掛
つ

た
當
初
か

ら、

是
非

と

も
入

手
し、

檢
討

し

て

み

た
い

研
究
材

料
の
一

つ

で

あ
つ

た。

い

ろ
い

ろ
と

探
索
の

手
を
盡
し

て

み

た

が

何
處
か

ら
も
出

て

來
な
い
。

　

昭
和
四

十
六

年
の

秋、

岩
波

書
店

が

新
た

に

鴎

外
全
集
（
現
行
の

菊
判
の

も

の
）

の

編
纂
を
企
畫
し、

筆
者
も
そ

の

編
輯
・

解
説
の
L

端
を
委
囑
さ

れ

る

と

い

ふ

遭
り
合
せ

が

生

じ

た

が、

こ

の

時
に

も

筆
者
は

同
書
店
の

編
輯
部
の

資
料
探

索
・

蒐
集
能
力
に

大
な
る

期
待
を
か

け、

新
全
集
刊

行
の

好

機
會
に、

こ

の

度
は

是
非
「

東
漸
雜
誌
」

中
の

鴎
外
執
筆
部
分
の

収

録
を

實
現
さ

せ

た
い

も
の

と

切

望

し

た

の

だ

つ

た
。

こ

の

全

集
に

於
い

て

初
め

て

収
録
さ
れ
た

逸
文
や、

出
自
・

素

性
の

判
明
し
た

存
疑
作
品

の

點
數
は

か

な
り

の

量
に

上
り、

た

し

か

に

鴎
外
歿
後

五

十
年
を
記
念
し
て

の

決
定
版
的
全

集
と

し
て

の

面
目

は

十

分
な
る

充
實
し

た

編

輯
で

あ
つ

た

が、

「

東
漸
雜
誌
」

は
遂

に

出
現
し

な
か

つ

た。

　
一

方
新
發
掘
の

資
料
も
多
く
あ
つ

た

中
に、

明

治
二

十
二

年
三

月
二

十
五

日

發

行
の

「

衛
生
雑
誌
」

第
一

号
の

巻
末
に

以
下
の

如
き

別
冊
廣
告
を
見
つ

け
た

こ

と

も
あ
つ

て

益
々

未
見
の

「

東
漸
雜
誌
」

へ

の

好
奇
心

を
唆
ら

れ

る
こ

と

も
あ

つ

た
。

獨
逸
文
雑
誌
／
一

名
「

フ

オ

ン
、

ヴ
エ

ス

ト、

ナ
ハ

、

オ
ス

ト
」

／
近
刊
ノ

第
三

號
ニ

ハ

「

日

本
文
學
ノ
一

新
方
鍼
」

ト
題
シ

坪
内
雄
藏、

山
田
武
太
郎

二

氏
ノ

文
學
上
ノ

價
値
ヲ

論
ジ

タ

ル

森
林
太
郎
氏
ガ

獨

逸
文
ヲ

掲
載
ス

／
明

治
廿

二

年
三

月
　
獨

逸
文
雜
誌
會

　
恰
度
そ
の

こ

ろ、

「

ド
イ
ツ

東
亜
自
然
・
民
族
學
會
」

の

會
報
の

全
巻
覆
刻
版
が

入

手
で

き
た

こ

と

が

あ
り、

筆
者
は
暫
く
明
治
時
代
に

日

本
を
初

め

と

す
る
東
ア3
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明

星
大

学
研
究

紀

要
冖
目

本
文
化

学
部
・
言

語
文

化
学

科】
第

四
号

　
7
儿

九
六

年

ジ

ア

各
地

に

滞
在
し

て

各
種
の

學
問
領
域

で

盛
ん

に

東
ア
ジ

ア

研
究
を
成
し

遂
げ

た

ド
イ
ツ

人
研
究
者
達
の

業
績
に

讀
み

耽
る
こ

と

が

あ
つ

た。

ベ

ル

リ

ン

で

井
上

哲
次
郎
の

紹

介
に

よ

つ

て

鴎
外
と

面
識
を
得
た

若
き
日

の

カ

ー

ル
・

フ

ロ

ー

レ

ン

　　
ユソ

ツ

も
明

治
二

十

二

年
の

來
日

以
来、

當
然
こ

の

學
會
に

加
入

し
て、

會
報
に

も
精

力
的
に

研
究
論
文
を
發
表
し

た
一

人
で

あ
る。

そ
の

フ

ロ

ー

レ

ン

ツ

が、

明

治
二

十
四

年
度
の

こ

の

會
報
の

第
五
巻
第
四
十

七
冊
（

通
巻）

に

現

代
日

本
文
學
の

動

向
を
報
ず
る
一

論
文
N
霞

冨

忘
巳
ω

o
げ
Φ
コ

ぼ
宙

鑓
蝕

霞
α

臼

O
Φ

ぴq
Φ

コ

窮
鋤

潯

を
發
表

し

て

ゐ

る

の

だ

が、

そ

の

中
に

鴎
外
が

「

東
漸
雑
誌
」

に

掲
載
し

た

「

日

本
文
學

の

新
趨
勢
」

か

ら

の

長
文
の

引
用

が

あ

り、

筆
者
は

此
を
以
て

と

も
か

く
も
當
該

の

鴎
外
論
文

の

原
物
の

片
鱗
を
窺
ひ

見

る

こ

と

を
得
た

の

だ
つ

た
。

　
こ

の

發
見

は

さ

さ

や

か

な
も
の

な
が

ら

當
時
の

筆
者
に

と

つ

て

は

な
か

く
に

嬉
し

い

出
來
事
だ

つ

た
。

そ
こ

で

筆
者
は

フ

ロ

ー

レ

ン

ツ

が

引
用
し

た

部
分
の

鴎

外
の

ド

イ
ツ

語
原
文
全
文
と

そ

の

邦
譯
と

を、

刊
行
が

逐

次
進
行
中
だ

つ

た

「

鴎

外
全

集
」

の

第
三

十
五

巻
の

付
録
月
報
（

昭
和
五

十

年
一

月
發
行）

に

掲
載
紹

介

し
（

「

森
鴎
外
と

カ

ー
ル
・

フ

ロ

ー

レ

ン

ツ
」

と

題
す
る

小
論
文

の

體
裁
〉 、

そ

し

て

そ

の
一

文
を、
〈

も
し

幸
ひ

に

し

て

将
来
〈
O
嵩

≦
Φ

ω
げ

墨
o
げ

○
ω
叶

の

舊
號
の

實

物
が

出
現
す
る

や
う
な
こ

と

が

あ
れ
ば、

本

稿
の

後
半

は

不

用

の

文
字
と

な
る

は

ず
で

あ

る
〉

と

結
ん

で

お
い

た

の

だ
つ

た

が、

今
圓

漸
く
そ

の

機
會
が

到
來
し

た

次
第
で

あ
る
。

　
先
に

引
い

た

二

次
文

献
か

ら

推
測
さ

れ

る

本
論
文
の

内
容
が

遒
遙
・

美
妙
の

小

説
の

作
風
と

文
體
を
め

ぐ
る
批
評

だ
つ

た

の

に

對
し、

フ

ロ

！

レ

ン

ツ

が

引
用
し

た

の

は

詩
歌
の

様
式
論
で

あ
る

の

も
面
白
い
。

つ

ま
り

複
數
の

主、
題
が

あ
つ

た

ら

し
い

の

だ
が、

我
々

は

先
ず
闘
題
の

論
文
の

全
貌
を

窺
ふ

こ

と

か

ら

始
め

る
べ

き

だ

ら

う
。

個
々

の

主
題

の

檢
討
は

そ
の

後
に

く
る

の

が

順
序
で

あ
る
．

4

（
二
）

（
「

東
漸
雜
誌
」

第
一

誉
第
三

号

所
双）

　

　
　
日

本
文
學
の

新
趨
勢
（

明
治
二

＋
二

年
三

月）

學
士

　
森
林
太

郎

〔

〕

原
著
者
ノ

注

（

）

譯

者

ノ

補
入

　
〈

我
國

で

は

全
て

の

文
學
の

營
み、

一

切
の

藝
術
創

造
の

努
力
に

對

し

て

政

治

が

阻
害
的
に

働
い

て

き
た、

と
い

ふ

こ

と

が

既
に

度
々

指
摘
さ

れ

て

ゐ

た。

或

る

文
入
が

同
時
代
の

政
治
的
營
爲
か

ら
身
を
退
い

て、

ア
ル

フ

ォ

ン

ス

・

ド

オ
デ
エ

さ
な
が

ら

に

「

政

治
よ、

余
は

汝
を
憎
め

り
」

と

の

敢
然
た

る

叫
び

を
舉
げ
た

か

ら

と

て、

そ
れ

故
に

彼
を
非
難
す
る

と
い

ふ

こ

と

も
な
か

つ

た。

だ

が

全
て

の

文

學
的
創
造
の

業
の

蒙
む

る

壓
迫
の

被
害
を
専
ら
政

治
の

み

の

責
任

に

館
す
る
と

す

れ

ば、

そ

れ
も
又

不
公
正

と
い

ふ

も
の

だ

ら

う
。

政
治
が

現
實
に

文
學
的
・

藝
術

的
營
爲
の

豊
か

な

結
實
を
阻
害
す
る

こ

と

が

あ
つ

た

と

す
れ

ば、

そ

れ

は

た

だ

政

治
が

熱
狂

的
な
精
神
の

持
主
達
に

よ
つ

て

不
必
要
な
ま

で

に

加
熱
さ

れ、

國
民
の

精
神
生

活
に

作
爲
的
に

浸
透
せ

し

め

ら
れ

た

様
な
時
に

限
ら

れ
る

の

で

あ
る。

　
我
が

國
民
の

精
神
生

活
に

見
ら

れ
る

輓
近
の

諸

傾
向
を
た

だ

表
面
的

に

の

み

觀

察
し
た

場
合、

む

し
ろ

こ

れ
と
は

相
反
す
る

結
論
に

到
達
せ

ざ
る

を
得

な
い
。

即

ち、

政
治
・

文
學
・

藝
術
は
決
し

て

互
ひ

に

背
反
し
A
冂

つ

て

ゐ

る

概
念
で

は

な
い
、

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る。

近
く
實
現
す
る

立

憲
政
治
体
制

と、

是
を
以

て

最
終

的
に

完
成
す

る

中
比
的
日

本
と

の

絶
縁
と
い

ふ

事
態
に

寄
せ

る
一

般
國
民
の

興
奮
は、

一

種
の

大
衆
的
文
學
創
造
の

流
れ

を
喚
び

起

し
た。

健
全

な

政
治
の

平

静
な
展
開

は、

日

本
の

近
代
文
學
が

發
展
す
る

に

必

要
な
土

臺
を
形
成
し

つ

つ

あ
る

様
に

見
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え
る

。

　
徳
川
幕
府
体
制
に

於
け

る

小
説
の

大
改
革
者
た

る

（
瀧
澤
）

馬
琴
の

後
塵
を
拝

し
て

息
切
れ

し
つ

つ

そ
の

足
跡
を
追
ふ

ば

か

り
だ

つ

た
足
弱
な

讀
本
作
者
達
を、

そ
の

『

小
説

神
髄
』

を
武
器
と

し

て

斷
乎
追
放
し

て

し
ま
つ

た
の

は、

他
な
ら

ぬ

「

マ

グ
ナ
・

カ

ル

タ
」

の

翻
譯
者
坪
内
雄
藏
で

あ
つ

た。

お

よ
そ

或
る
一

巻
の

書

物
が

日

本
に

於
い

て

何
ら

か

の

劃
期
的
役
割
を
果
す
と

い

ふ

事
件
が

あ
つ

た

と

す

れ

ば、

そ

れ

は

ま
さ

に

（
遒
遙
の
）

こ

の

批
評

家
的
業
績
で

あ
つ

て、

こ

の

書

は、

抑
々

作
家
と

い

ふ

存
在
に

對
し

て

何
が

要
求
さ
る

べ

き
か

と

い

ふ

こ

と
を
初

め

て

輪
廓
鮮
明

に

宣
言
し

た

も
の

で

あ
つ

た
。

坪
内
の

理

論
的
主
張
は
や

が

て

實

作
を
以

て

立

証
さ

れ

た
。

一

連
の

小
説
創

作

−
そ
の

中
に

は

た

し
か

に

永

續
的

價
値
を
有
す
る

も
の

が

幾
篇
か

あ
る

ー
を
以
て、

彼
は

日

本
の

讀
者
大
衆
に

近

代
西
洋
風

の

香
氣
を
帯
び

た
文
學
世
界
を
紹
介
し

た。

坪
内
の

創
作
は

そ
の

心

理

的
把
握
の

深
さ

鋭
さ

に

よ
つ

て

際
立
つ

て

ゐ
た

が、

こ

の

特

質
こ

そ

は

從
來
の

日

本
の

小
説

作
家
達
に

殆
ど
全
的
に

欠
け
て

ゐ
た

も
の

だ

つ

た。

他
方
坪
内
は

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

近

代
作
家
達
の

寫
實
主

義
的
傾
向
を
模
範
に

仰
い

だ

も
の

ら

し

く、

そ
こ

で

彼
の

描
く
人
物
達
は、

時
に

は

あ
ま
り
に

鮮
明

に

造
型
さ

れ

て

ゐ

て、

そ
れ

に

モ

デ
ル

が

あ
る
こ

と

を
何
人
も
疑
ひ

得
な
い

と

い

ふ

ほ

ど

で

あ

つ

た
。

　
こ

れ
と

は

全
く
違
ふ

方
向
を
取

つ

た

の

が、

坪
内
よ

り
少
し

若
い
、

彼
に

劣
ら

ぬ

才
能
を
そ
な
へ

た
一

人
の

人

物、

す
な
わ
ち

山

田
武
太

郎
〔

美
妙

齋
〕

で

あ

る
。

坪
内
の

現
代
小
説
と

は

對
照
的
に、

山

田
（
美
妙）

は

作
品

の

素
材
を
好
ん

で

日

本
の

歴

史
に

仰
い

だ
。

又
從
來
の

文
藝
に

於
い

て

は

日

常
並
目

段
の

言
葉
遣
ひ

と

は

全

く
か

け
離
れ
た

言

語
様
式

が

唯
一

獨
占
的
に

用
ゐ

ら

れ
て

ゐ

た
の

に

對

し、

山

田
は

全
く
獨
特
の

文
体
を
案
出
し
た

。

即

ち

從
來
は

唯
口

語
と

し

て

の

み

用
ゐ
ら

れ、

決
し

て

文

章
に

用

ゐ

ら

れ

た
こ

と

の

な
い

現
代
（
日

用
口

語）

の

日

本
語
を
文
章
語
に

格
上
げ
す
る

と

い

ふ

大
膽
な
試
み

を
敢
行
し
た

の

で

あ
り、

そ

森
鴎

外
「
日

本
文

學
の

新

趨
勢」
に
つ

い

て

小

堀

桂一
郎

し
て

ー
こ

れ

が

大
事
な

こ

と

な

の

だ

が

　

彼
の

作
品

の

獨
自
性
と

秀
れ

た

點

の
一

つ

と

し
て

算
へ

ら

れ

る
の

は

簡
潔
な
短

篇
小

説
の

形
式
の

中
に

主
要
人
物
の

形
姿
が

鮮
明

に、

具
象
的
に

造
型
さ
れ

て

ゐ

る

點
で

あ
る

。

　
こ

の

大
膽
不
敵
な
改
革
者
に

對
す
る

非
難
の

聲
が

諸
方
か

ら

高
ま

つ

て

き
た

の

も

不
思
議
で

は
な
い

。

し

か

し
乍
ら、

今
日

ま

で

彼
（

美
妙

齋
）

に

對

す
る

非
難

の

聲
の

中
に

何
ら

か

の

實
効
的
價
値
の

あ
る
も
の

は

何
一

つ

見
當
ら

な

い、

と

い

ふ

こ

と
は

注

目
に

値
す
る

。

た
だ
文
章
法
上
の

若
干
の

誤
り

と

か、

修
飾
語
の

必

ず
し

も
適
切
な
ら
ざ

る

使

用
な
ど

が

指
摘
さ
れ
た

程
度
で

あ
る。

そ

し
て

遂
に

は、

彼

が

そ
の

最
新
の

小

説
『

胡
蝶
』

の

材
料
に

用
ゐ

た

の

は、

「

史
實
に

非
ざ

る
」

傅
承
だ

つ

た、

な
ど

ー
の

非
難
を
浴
せ

た

り

も
し

た

の

で

あ

つ

た
。

　
こ

こ

に

擧
げ
た

如
き

こ

と

は

全
て

後
景
に

退

か

せ

て

お

け

ば

よ

か

ら
う。

彼

（
美
妙

齋）

の

功
績
は

何
分
に

も
そ
の

獨
特
の

文
体
を
以
て

文
學
に
一

種
の

新
趨

勢
を
打
ち

出
し

た

と

い

ふ

點
で

疑
ふ
べ

か

ら
ざ
る
も
の

で

あ

る
。

我
國
の

抒
情
詩

及
び

叙
事
詩
は、

多
く
の

人
が

獨
特
無
比
な
る

詩
型
で

あ
る

こ

と

を
端
的
に

認
め

て

ゐ
る
も
の

で

あ
る

が、

實
は

夙
に

生
命
を

喪
失
し

て

再
び

復
活

す
る

こ

と

な
ど

決
し
て

あ
り

得
な
い

古
代
の

日

本
語
の

色
褪
せ

た
形
骸
な
の

だ。

例
へ

ば
ド
イ

ツ

に

於
い

て、

現
代
の

詩
人
達
が

相
も
變
ら
ず

『

二

i
ベ

ル

ン

ク

の

歌
』

や

『

パ

ル

シ

フ

ァ

ル
』

の

語
法
や

文
章
法
を

範
例
と

し

て

制

作
し

よ
う
も
の

な

ら
い

つ

た

い

何
と

評
せ

ら
れ
る
で

あ
ら

う
か
。

日

本
で

「

う
た
」

「

和
歌
」

と

稱
せ

ら

れ

て

ゐ

る

ジ

ャ

ン

ル

に

生
じ

て

ゐ

る

の

は

こ

れ
と

さ

ほ

ど

違
つ

た

も
の

で

は

な
い

事
態
な

の

で

あ
る。

こ

の

ジ

ャ

ン

ル

の

他
に
、

我
々

は
更
に

な
ほ、

古
い

支
那
の

範
例
に

倣
つ

た
「

詩
」

と
稱
す
る

も
の

を
有
し
て

ゐ

る
が、

そ
れ

は

謂
は

ば
中
世

の

ド

イ

ツ

の

詩
人
達
が

取

つ

て

以

て

範
と

し

て

ゐ

た

ラ

テ

ン

語
の

ヘ

ク
サ
メ

ー

タ

ー
（
六

脚
韻
詩）

に

も
比
す
べ

き

も
の

で

あ
る。

結
局
如
何
な
る

詩
的
感
興
に

せ

よ
そ
れ

を
古
代
日

本
語
の

表
現
に

寫
す
と

い

ふ

の

は、

古
代
支

那
語
か
、

或

い

は

何
か

別5
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明

皐

大

学
研
究

紀
要
【
目

本

文
化
学

鄙
・
言
語
文

化

学
科一
第
四
号

　

九
九
六

年

の

夙

に

死

語
と
な
つ

た

言
語
に

翻

譯
す
る

の

と

金

く
同
様
に

無
駄
な
骨
折
り

だ

と

悟
ら

ざ
る

を
得
な
い

だ

ら
う
し、

ま
た

そ

ん

な
試
み

を
し

て

み

る

と

き
初
め

て、

何
故

に

日

本
の

所
謂
詩
人
達
は

國
民
大
衆
に

廣
く

影
響
力
を
及
ぼ

す
と
い

ふ

こ

と

が

で

き
な

か

つ

た

の

か
、

何
故
に

彼
等
の

う
ち

誰
一

八
と

し
て、

例
へ

ば
ド

イ
ツ

に

於
い

て

シ

ラ

…

の

作
品
集
を
架
藏
し

て

ゐ

な

い

様
な

家
庭
は
…

軒
も
な
い

と

い

ふ

様
な
意
味
で

の

大
衆
的
人
氣
を
博
す
こ

と

が

で

き
な

か

つ

た

の

か
、

と

い

つ

た

動
か

し

難
い

事
實
を
説
明

し

得
る

に

至
る
だ

ら

う
。

日

本
の

過
去
の

時
代
に

視
線

を
向
け
て

み

る

と

き、

我
々

の

眼

に

映
る
の

は

實
に

荒
涼
た

る

精
神
の

曠
野

な

の

だ。

そ
の

曠
野
で

は、

此
處
に

嚴
格
な
尚
古
主
義
に

捉
は

れ

た

國
粹
的

古
典
趣

味

が

あ
る

と

思
へ

ば、

彼
處
に

は

無
味
乾
燥
な
形
式
主
義
へ

の

無
條
件
的
崇
拝
に

捉

は

れ
た

古
代
支
那

趣
味

が

支
配

す
る。

我
々

の

見
を
以
て

す
る

に、

∵

箇
の

民

族

が

固
有
の

國
民

文
學
を
持
て

ず
に

ゐ

る

と

い

ふ

状
態
ほ

ど

に

悲
し

む

べ

き
（

精
神

的）

光
景
は

な
い
。

そ

の

様
な
渓

族
の

精
神
は、

そ
の

内

奥
の

本
質
を
感
動
的
に

表
現
す
る

術
を
も
持
た

ぬ

ま

ま
に、

遅
か

れ

早
か

れ

枯
渇
し

て

ゆ

か

ざ
る

を
得
な

い

だ

ら
う

。

そ

れ

は

往
存

に

し
て

民

族
の

没
落
自
体
を
意
昧
す
る

こ

と

に

も
な
る

の

だ。

　
「

俳
諧
」

及
び

「

狂
歌
」

の

名
の

下
に

奨

勵
さ

れ

て

ゐ

る、

さ
さ

や

か

な、

専

ら

警
旬
的
な
性
格
を
帯
び

た
短
詩
型

文
學
を

別
と

す
れ

ば、

我

々

が

現
實
に

所
有

し

て

ゐ

た、

と

も
か

く
も
な
ほ

或

る

程
度
民

衆
の

精

神
と

結
び
つ

い

て

ゐ

た

文
學

と
い

へ

ば、

京
傳
・

馬
琴
流
の

讀
木
と

近
松
の

劇
的

作
品
そ

の

他
若

干
と

い

つ

た

と

こ

ろ

で

あ

つ

た
。

但
し、

上

記
の

警
句
的
作
品、

上

記
の

小
説
や

戯
曲
の

當
時

の

有
り
様
と

い

へ

ば、

そ
れ
は

民

衆
的
と

い

ふ

に

は

程

遠
い

も
の

だ
つ

た
。

そ

れ

ら
の

警
句
は

機
知
に

富
ん

だ

も
の

で、

鋭

敏
な
才

氣
と、

心
情
よ

り

も
む

し

ろ

よ

り

多
く
知
性
に

訴
へ

る

底
の

も
の

だ

つ

た

し、

更
に

は、

冂

本
の

演
劇
は

往
々

に

し

て

衝
撃
的

場
面
が

多
く、

し

か

も
獨
特
の

詞

遣
ひ

を
有
し
て

ゐ

て、

大
衆
が

努

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
6

め

ず
し

て

理

解
で

き
る

様
な
（
平
易
な）

言
語

を
用
ゐ

る

こ

と

は

決
し

て

な
い

の

で

あ
り、

更
に

乂

小

説
類
は、

戦
ひ

好

き
で

武

士

的
に

矜
り

高
く、

容
易
に

激
發

し
が

ち

な
日

本
の

民
族
精
神
の

表
現
そ

の

も
の

で

あ
り、

し

か

も

往
々

に

し

て

漢

語
表
現

の

過
剰
な
使

用
〔
馬
琴
は

こ

の

點
で

少
々

や

り

す

ぎ
だ

つ

た
〕

に

よ
つ

て
、

素
朴
な

民
衆
の

感
性

に

と

つ

て

は

享
受
不
可
能
に

近
い

も
の

だ

つ

た
。

そ

の

結
果
と

し
て、

民
衆
の

精
神
は、

本
来
な
ら
ば

文
學
の

概
念
が

消
滅
す

る

様
な

場、

つ

ま
り

所
謂
蒟
蒻
版
草
子
と

て

實
に

素
朴
な、

時
に

猥
襲
に

及
ぷ

ほ

ど

の

通

俗
。

庶
民
的
な

小
唄

や

散
文
を
民
衆
の

間

に

ひ

ろ

め

る

た

め

の

文
學
ジ

ャ

ン

ル

に

慰
め

を
求
め

る

と

い

つ

た

現
象
も
生
じ

た
。

さ

う
し

た

も
の

は

全

て

通

常
辛
う

じ

て
一

週

間
ほ

ど

の

生
命
し

か

な
く、

そ

の

運
命
は

か

げ
ろ

ふ

の

そ

れ

に

も
似
て

ゐ

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

ロ
こ

た
。

つ

ま

り

そ
の

小
唄
ど

も
は、

大
概
は

ク

レ

メ

ン

ス
・

ブ

レ

ン

タ

ー

ノ

の

如

き

理

解
者
・

保
護
者
に

遭
遇
す
る

ほ

ど

の

價
値
は

到

底
な
い

底

の

も
の

に

す
ぎ
な
か

つ

た
。

　
日

本
に

於
け

る

近
代
ジ
ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

の

成

立
は、

日

本
文
學
の

中
に

ナ

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

の

傾
向
が

再
度
覺
醒

す
る

最

初
の

段
階

を
指
し

示

し
て

ゐ

た。
（
ジ

ャ

ー

ナ

リ
ズ

ム

の

中
で

は）

あ

ら

ゆ

る

階
層
の

市
民

ー
少

な
く

と

も

日

本
の

新
し

い

首
都
東
京
に

於
い

て

ー
相
亙
間
の

知
的
交
流
を
媒
介
し、

そ
の

飾
り

氣
の

な

い

あ
り
の

ま
ま

の

様
式
が

結
果
と

し

て

現
代
の

日

本
語
が

文

學
的

使
用
に

堪
へ

る

も

の

で

あ

り

そ
れ

故
に

償
値
あ
る

も
の

で

あ

る
こ

と

を

初
め

て

感
得
さ

せ

た

最
初

の

日

刊

紙

は

譜
賣
新
聞
で

あ
つ

た
。

ま
さ

に

こ

の

飾
り

氣

の

な
い

様
式

の

中
に、

そ

の
一

層
の

發
展

と

こ

の

新
し
い

趨
勢
の

進
展
に

と
つ

て

不

利
と

な

る

か

に

見

え

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
み

や

ぴ

る

何
者
か

が

存
し

た
。

即

ち

優
雅

と
品
位
と

が

全
的
に

欠

如

し

て

ゐ

た

こ

と

で

あ

る
。

故
に、

我
々

か

ら

見

れ

ば、

讀
者
が

（
ジ

ャ

ー

ナ
リ
ズ

ム

の
∀

こ

の

堪
へ

難

い

單
調

さ

か

ら
顔
を

背

向
け
て、

或
る

誤
ま

れ

る

革
命
的
方
向
に

氣
晴
し
を
求
め

且

つ

見
出

し

た
と

い

ふ

の

も

不
訂

解
な

こ

と

で

は

な
い

。

斯

く
て．

本
稿
の

冒
頭
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で

言
及
し

た、

そ
し

て

坪
内
逍
遙
の

批
評
が、

そ
れ

は

健
全

な
方
向
か

ら
の

逸
脱

で

あ
る

と

容
赦
な
く
指
摘
し

た、

か

の

「

馬
琴
亜
流
」

的
制
作
が

簇
生

し
た
。

　

坪
内
が

我
々

の

た

め

に

用
意
し

て

く
れ

た

こ

の

空

臼
状
態
の

中
か

ら

現
代
の

日

本
文

學
は
出
發
を
遂

げ

ざ

る

を
得
ず、

そ
れ

は

讀
賣
新
聞
の

民

衆
的
ス

タ

イ
ル

と

藝
術
的
に

完
成
し

た

既

成
の

形

式
と

を
結
び

つ

け
た

も
の

と

な
つ

た

の

だ

が、

こ

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　ロ

の

成

果
は
例
へ

ば

馬
琴
の

『

皿

々

郷
談
』

の

如
き
過
去
の

讀
本
類
に

も
決
し
て

缺

け
て

は

ゐ
な

か

つ

た

も
の

で

あ
る。

山

田

武
太
郎
が

近

年
の

諸
作
の

中
で

指
し

示

し

た

の

が

こ

の

行
き

方
で

あ
つ

た
。

　
山

田

が
一

旦

踏
み

出
し
た

彼

の

こ

の

前
途
を

勇
敢
に

斷
乎
と

し

て

前
進
す
る

な

ら

ば、

そ

し

て

彼
が

徐
々

に

多
少
と

も

有
能
な

作
家
達
を

こ

の

新
方
向
に

糾
合
し

て

ゆ
く
こ

と

に

成
功
す
る

な
ら

ば、

そ

し

て

日

本
に

於
け
る

こ

の

疾
風

怒
濤
時
代

か

ら、

古
来
の

日

本
精
神
を
我
々

が

西
洋
の

文
明

國
の

文
學
に

見
て

感
嘆
す
る

如

き
形
式
美
と

結
合
さ

せ

る

こ

と

に

よ
つ

て、

純

正

な
國
民
文

學
を
誕
生
さ

せ

得
る

な
ら

ば、

そ

の

時
山
田

は

お
よ

そ

詩
人

の

才
能
に

許
さ

れ
得
る

最
高
の

榮
譽、

つ

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
す

べ

ま
り
一

國

民
の

究
極
の

本

質
を
精
神
的
に

表
現
す
る

術
を
創
造
し

た

者、

と

い

ふ

榮
譽
が

與
へ

ら

れ
る

こ

と

に

な
る

か

も
し

れ
な
い

の

で

あ
る

。

〉

（
三
）

　
森
鴎
外
は

明
治
二

十
一

年
九
月

に

四
年
間
の

ド
イ
ツ

留
學
を
終
へ

て

歸
朝
し、

陸
軍
軍
醫
學
校
教
官
と

し

て

留
學
中
の

經
驗
を
生
か

し

つ

つ
、

軍
陣
衞
生
學
と

い

ふ

専
門
分
野

で

の

研
究
・

教
育
職
に

從
事
す
る

こ

と

と

な
っ

た
。

同
時
に、

留
學

中
の

廣
範
圍
に

し

て

精
勵
な
讀
書
生
活
か

ら

得
た
豊
か

な
文
學
的
教
養
が

自
つ

か

ら
外
に

向
つ

て

溢
れ

出
る

様
な
形
で

文
壇
に

乘
り

出
し

て、

旺

盛
な
執
筆
活
動
が

始
ま
つ

た
。

　
そ
の

第
一

作
は

明

治
二

十
二

年
一

月
三

日

に

讀

賣
新
聞
に

發
表
し
た

『

小

説

森

鵬

外
「
日

本
文

學
の

新

趨
勢」
に

つ

い

て

小

掘
桂一
郎

論
』

で

あ

る。

こ

れ
は

後
に

『

醫
に

し

て

小

説
を

論
ず
』

と

改
題

し

て

「

棚
草

紙
」

の

第
二

十
八

號
に

再
録
さ

れ、

更
に

明

治
二

十

九
年
に、

鴎
外
の

最
初
の

文

藝
評

論

集
『

月
草
』

（
『

都
幾
久
科
』）

に

『

醫
學
の

説
よ

り

出
で

た

る

小
説

論
』

と

の

題
で

収

録
さ

れ

た
。

こ

の

『

月

草
』

収

載
の

形
が

今
日

で

は

定
稿
と

看
做
さ

れ

て

ゐ

る
。

　

鵬
外
が

軍
陣
衞
生

學
研
究
の

た

め

に

日

本
を
離
れ

て

ゐ

た

期
問、

即

ち

明

治
十

七

年
秋
か

ら

二

十
一

年
秋
ま
で

の

間
の

日

本
の

文
壇
は、

明

治
初

年
か

ら

の

文
明

開
化
時
代
の

末
期
と

も
い

ふ

べ

き、

い

は

ゆ
る

鹿
鳴
館
時
代
の

雰

圍
気
の

中
に

あ

り、

文
學
活
動
そ

れ

自
體
が

活
撥
と

い

ふ

ほ

ど

で

は

な

か

つ

た

が、

と

に

か

く
歐

化
時
代
の

刻
印

に

ふ

さ
は

し

い
、

或
る

新
し

い

趨
勢
が

胎
動
を
始
め

た

時
期

に

當

つ

て

ゐ

た
。

そ

の

趨
勢
を
象
徴
す
る

様
な
文
壇
的
に

顯
著
な

事
件
は

い

く
つ

か

算

へ

ら

れ

る

の

で

あ
つ

て、

代
表
的
な
例
は

明
治
十

八

年
の

坪
内
遒
遙

の

『
小
説

神

髄
』

の

發
表、

明

治
十

九
年
か

ら
二

十
年
に

か

け

て

の

二

葉
亭
四
迷
の

『

浮
雲
』

の

創
作、

『

あ
ひ

び

き
』

『

め

ぐ
り

あ
ひ
』

の

翻
譯、

作
家
と

し

て

の

山

田

美
妙、

尾
崎
紅
葉、

幸
田

露
伴
の

登
場、

そ
し
て

付
加
へ

て
一

つ

の

事
件
を
舉
げ
る

と

す

れ
ば、

明

治
二

十
一

年
九

月、

森
鴎
外
が

歸
國
の

旅
を
終
へ

て

横
濱
に

上

陸

し

た

恰
度
そ
の

日

に

第
…

回
會
合
が

開
催
さ
れ

た、

徳
富
蘇
峰、

坪
内
逍
遙、

依
田
學

海、

山
田

美
妙、

矢
野
龍
溪、

森
田
思
軒
等
の

參
劃
す
る

「

文
學
會
」

の

發
足
で

あ
る。

こ

れ
は

文
壇
親
睦
會
で

は

な
く、

研
究
會
の

性
格
を

持
ち、

新
時
代
の

文

學
開
拓
期
に

當
つ

て、

創
作
と

同
時
に、

批
評
や
評
論
と

い

つ

た

ジ

ャ

ン

ル

が

十

分

に

重
要
な
役
割
を
擔
ふ

こ

と

に

な
る

で

あ
ら

う
傾
向
を
暗
示
す
る

も
の

で

あ
つ

た
。

　

歸
朝
し
た

鴎
外
は

四

年
ぶ

ワ

に

接
し
た

こ

の

文
壇
の

空
氣
を
鋭
敏
に

感
じ
取
つ

た
。

現
在
指
導
的
立

場
に

立
つ

て

ゐ

る

と

目
さ

れ
る

文
學
理

論
家
は

言
ふ

ま
で

も

な
く
坪
内
逍
遙
で

あ

つ

た
。

彼
は

直
ち
に

『

小

説
神
髄
』

を
手
に

取
つ

て

入

念
に7
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明

星
大

学
研
究

紀．
妛

【
凵
本

文

化
学
部
・
言

語
文
化

学
科】
第
四

号

　一
九

九
六

年

繙
讀
し

て

み

た
。

幸
か

不
幸
か、

お

そ

ら
く
は

新
時
代
の

目

本
の

文
壇
が

辿
る

べ

き

多
彩
多
様
な

展
開
と

い

ふ

行
路
に

と

つ

て

は

幸
ひ

な

こ

と

だ

つ

た

と

見

る
べ

き

だ

ら
う
が、

鴎
外
は

『

小

説
神
髄
』

の

提
唱
す
る
文
學
理

論
に、

基
本
的
に

同
意

で

き
な
か

つ

た
。

彼
は

そ

こ

に

紛
れ
も
な
い

近
代
的
・

十

九

世
紀
的
寫
實
主
義
文

學
理

論
が

手
堅
い

論
法
で

提
唱
さ

れ
て

ゐ

る

の

を
讀
み

取
つ

て

内
心

そ

れ
な
り

の

評
價
を
與
へ

る

こ

と

を

吝
し
ま
な
か

つ

た
。

し
か

し

渣
遙
の

所
説
は、

鴎
外
が

ド

イ
ツ

滞
在
中
の

四

年
間
に

親
し

み、

培
つ

て

き
た

文
學
趣
味

の

要
請
す
る
も
の

と

は

か

な
り

に

懸
隔
の

あ
る

も
の

だ

つ

た
。

逍
遙
の

主
張
は、

小
説
と

は
一

切

の

虚

構
や

空
想
の

發
動
を
排
し、

寫
眞
の

如

く
に

忠
實
に．

文
章
を
以

て

現
實
を

描
寫

し

再
現

す
る

も
の

だ、

と
い

ふ

の

が

究
極
の

眼
目

だ

つ

た

が、

そ

れ

は

鴎
外
の

眼

か

ら

見
る

と、

彼
が

當
時
參
看
し
て

ゐ

た

ル

ー

ド
ル

フ
・

フ

ォ

ン

・
ゴ

ッ

ト

シ

ャ

ル

と

い

ふ

ド
イ
ツ

の

文
藝

學

者
が

『

文

學
の

死

響
と
生

間
』

（
ζ
麻
Φ

螽
「

尻
∩

財
Φ

→
o

鼻
Φ
コ

貯

醇

据
Φ

億

＆
ぴ
 
ぴ
Φ
鵠
ω

ヰ
曽

σq
Φ

ε

と

い

ふ

評
論
の

中
で

嚴
し
く

批
判
し

て

ゐ

る、

エ

ミ

；

ル

・

ゾ

ラ
の

『

實
驗
小
説
論
』

と
よ

く
似
た

も
の

に

映
つ

た。

周

知

の

如
く

証

貫

驗
小
説
論
隔

は

ク

ロ

ー

ド
・

ベ

ル

ナ

ー

ル

の

『

實
驗
醫
學
序
説
』

の

提
唱
す
る

方
法
論
に

濃
厚
に

依
據
し

た

も
の

で

あ
る。
『

醫
學
の

説
よ

り

出
で

た

る

小
説
論
』

と

い

ふ

改
題
も
勿
論
そ
こ

に

由
來
し

て

ゐ

る
。

　
こ

の

論
文
で

鴎
外
が、

ベ

ル

ナ

ー
ル

の

實
驗
醫
學
ヒ
の

方
法
を
短

絡
的
に

小
説

の

技
法
に

結
び

つ

け
て

し

ま
つ

た

ゾ

ラ

を

批
判
し

て

み

せ

て

ゐ
る

の

は、

ゾ

ラ

の

名
を
知

る
者
と

て

ほ

と

ん

ど

な
か

つ

た

で

あ
ら
う
明

治
二

十

二

年
の

H
本
の

文
壇

の

眼
に

は
如
何
に

も
唐
突
で

あ
り、

日

本
入
に

は

几
そ
無
縁
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文
學

界
内
部
の

特
殊

な
論
題
を
意
味
あ
り
氣
に

論
じ
立
て

る
そ

の

文
章
は、

謂

つ

て

み

れ
ば

新
歸
朝
者
の

衒
學
論
議
に

す
ぎ
ぬ

と

映
つ

た

か

も
し

れ

な
い

，

だ

が

分

る
者

に

は

分

つ

て

ゐ

た

に

相
違
な
い

の

だ

が、

鴎
外
は

こ

の

論
文
で

實
は、

暗
に

『

小

説
神
髄
』

へ

の

疑
義
と
反

駁
を
提
出

し
て

ゐ

た

の

だ

つ

た。

直
接
に

邇
遙
の

名
を

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

8

出
し

て

ゐ

な
い

の

は、

文
壇
に

第
一

聲
を
放
つ

者、

し

か

も
〈
余
が

醫
に

し

て

小

説
論
を
草
す
る
は
〉

云
身

と

て

自
ら

の

「

素
人
」

の

立

場
を
意
識
し

た

上

で

の、

評

壇
の

先
輩
に

し

て

當
時
の

第
一

等
の

權
威
的
存
在
た

る

逧
遙
へ

の

遠
慮
も
あ
つ

た

故
で

あ

ら

う。

だ
が

〈

小

説
家
は

果
し

て

此
の

如
き
（
引
用

者
注、

ゾ

ラ

の

「

實
驗
小
説
論
」

が

説
く
如
き）

事
實
の

範
垣

内
を
彷
徨
し

て

満
足

す
べ

き

や

若

し
然
り
と
日
は

ば
何
の

處
に

か

天

來
の

奇
想
を

着
け
那

の

邉
に

か

幻

生

の

妙

思
を

施
さ

ん

や

分
析
解
剖
の

成
績
は

作
家
の

良
材
な

り

之
を
運
轉
す
る

の

活

法
は

獨
り

覺
悟
（

「

イ
ン

ト
ユ

イ
シ

ョ

ン
」）

に

依
て

得
べ

き
の

み
〉

と

い

ふ、

「

覺
悟
」

と

譯
し

た

の

は

現

代
語
な
ら
「

減
感
」

に

當
り、

つ

ま

り
は

想
像
力
の

こ

と

だ
が、

こ

れ

が

逍
遙

の

嚴
密
な
寫
實
一

點
張
り

に

對
す
る、

空

想
・

夢
幻

の

復
權
を
説
い

た

立

論
で

あ
る

こ

と

は

明

自
だ

つ

た
。

　
そ

れ

で

は

逍
遙
の

嚴
正

寫
實
主

義
小
説
理

論
に

對

し

て、

鴎
外
は

自
分

の

立
場

を
何
と

定
義
す
れ

ば
よ
か

つ

た

の

か
。

彼
自
身
は

勿
論

そ

れ

を
冂

に

し

て

は

ゐ

な

い

の

だ

が、

そ
れ

は

畢
竟
「

ロ

マ

ン

主
義
的
」

小
説
理

論
だ

つ

た

と

見

る

の

が

適

當
で

あ
ら

う。

そ

し
て

『

小
説
論
』

よ
り

二

箇
月

餘
り

後
の

發
表
に

な
る

獨

文
の

『

日

本
文

學
の

新
趨
勢』

を
こ

の

脈
絡
の

延

長

上
に

置
い

て

み

る

時、

そ

れ

が
一

つ

の

文
學
論
的
意
味
を
帯
び

て

く
る

と

言

ふ

こ

と

は

で

き

る。

即

ち、
　一

讀
し

て

少

し

く

意
外
の

印

象
を
與
へ

る、

こ

の

論
文
の

中
で

の

山

田

美
妙

に

對
す
る

高
い

評
價
は、

寫
實
主
義
小

説
の

遒
遙
に

對
す
る
ロ

マ

ン

主
義
小
説

の

美
妙、

と

い

つ

た

躅
式

を
當
て

は

め

て

見
る

時、

至

つ

て

説
明

し

易
い

テ

ー

ゼ

と

な
る

か

ら

で

あ

る。　
そ

こ

で

少

し

く
こ

の

論
文

の

本
文
分

析
と

注
釋
に

か

か

つ

て

み

よ
う

。

　
　

　
　
　
＊
　

　
　

　
　
　

　

＊
　

　
　

　

　
　

　

＊

　
冒

頭
の
一

節
は、

文
學
と

政
治
の

關
係
に

つ

い

て

の、

當
時
の

鴎
外
の
｝

つ

の

判
斷
を
述
べ

て

ゐ

る
。

政
治
の

世
界
の

多
事
多
端、

國

民
一

般
の

關

心
の

政

治
へ
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の

集
中
と
い

ふ

状
況
は

文
學
に

對
し
て

阻
害
的
に

働
く
か

P
必

ず
し

も
さ

う
で

は

な
い

ー
と

い

ふ

の

が

そ

の

判
斷
で

あ
る

。

確
か

に、

い

は

ゆ

る

幕
末
維
新
期
の

日

本
文
學、

大
ま
か

に

言
つ

て

嘉
永
・

安
政
の

元
號
で

呼
ば
れ
た

時
代
か

ら

明
治

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ハ
ァヤ

ニ

十
年
頃
ま
で

に

か

け

て

の

約
四
十
年
間、

日

本
の

文
壇
は
特
に

散
文
の

分

野
に

於
い

て

見

る
べ

き
創
作
を
殆
ど

提
供
し

得
て

ゐ

な
い
。

そ

し
て

そ

れ
が

關
ケ

原
合

戦
以
来
二

百
五

十
年
の

近
世
史
の

中
で

最
も
變
轉
動
揺
の

激
し
い

政
治
の

季
節
で

あ
つ

た

こ

と

も
確
か

で

あ
る。

さ

う
な
る

と
、

こ

の

年
月
の

一

般
的
な
文
學
不
振

の

原
因
を
政
治
的
情
念
が

文
學
の

そ
れ

を
壓
迫
し

た

故
で

あ
る、

と

説
明

し

て

の

け
る

と

い

つ

た

傾
向
が

生
じ
る

の

も
無
理

は
な
い

し、

そ

れ
故
に

文
學
の

側
に

立

つ

て

「

政
治
を
憎
む
」

と

い

つ

た

感
情
が

發
す
る

の

も
亦
自
然
で

あ
る

。

鴎
外
は

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　　
おげ

ア

ル

フ

ォ

ン

ス
・

ド
オ

デ
エ

の

小

品
集
の

巻
末
に

「

政
治
を
憎
む

文
」

と

い

ふ

短

文
を
見
出
し
て

興
あ
る

も
の

に

思
ひ、

明

治
二

十
四
年
三

月
「

國
民
之
友
」

に

譯

載
し

て

ゐ

る

が、

原
文
は

お
そ
ら

く
ド
イ
ツ

滞
在
中
に

既

に

讀
ん

で

ゐ

た

の

で

あ

ら
う。

ド
オ

デ
エ

の
一

文
は、

和
氣
靄
々

の

社
交
的
歡
談
の

座
に、

一

旦

政

治
の

話
題
が

登
場
す
る

や、

一

座
の

雰
圍
氣
は
一

變
し、

險
悪
に

し
て

喧
騒
の

腥

風
が

吹
き
荒
れ

る、

と
い

つ

た

現
象
を
描
寫
し、

む

し

ろ
社
交
的
談
笑
の

場
に

於
い

て

政
治
を
話

題
と

す
る
こ

と

を
戒
め

る、

交
際
マ

ナ

ー、

た

し
な
み

の

見
地

か

ら
書

か

れ

て

ゐ

る

も
の

で

あ

る

が
、

も
ち
ろ

ん

こ

れ

を
少
し
く
擴
大
し

て、

標
題
通
り

に、

社
交
生
活
に

と

つ

て

政
治
的
情
念
は

憎
む

べ

き
阻
害
要
因
な
の

だ、

文
學
に

と
つ

て

も
亦
然
り、

と

い

つ

た

趣
旨
に

も
讃
む

こ

と

は

で

き
る

。

　
鴎
外
は

ド
オ
デ
エ

を
愛
讀
し、

そ

の

小

品
の

い

く
つ

か

を
翻
譯
し

て

ゐ

る

く
ら

ゐ

で、

こ

の

言
及
も
彼
の

ド
オ
デ

エ

愛
好
の

内
心

が
一

瞬
表
に

顔
を
出
し

た

態
で

あ
る

が、

し
か

し
こ

こ

で

は
後
を
讀
め

ば

分
る

様
に、

單
純
に

ド

オ

デ
エ

に

左
祖

し
て

ゐ

た

わ
け
で

は
な

い
。

　
む

し

ろ

文
學
の

不
振
を
政
治
の

所
爲
に

歸
し

た

が

る
當
時
の

通
俗
的
説
明

に

異

森

鴎
外
「
日

本
文
學
の

新
趨

勢」
に

つ

い

て

小

堀

桂一
郎

を
唱
へ

、

政

治
の

世

界
が

維
新
・

開

化
・

改
良
に

向
つ

て
】

齊
に

走

り

出
し

て

ゐ

る

現
在、

文
學
も
亦
基
本
的
に

は

同
じ
原
則
に

則
つ

て

改
新
と

新
風

興
隆
の

途
に

上

る

べ

き
だ、

と

の

青
年
ら
し

い
、

若
々

し
い

主
張
を
展

開

し

よ
う
と

す
る

。

　

第
二

節
に

〈

近
く
實
現
す
る

立

憲
政
治
体
制
〉

と

い

ふ

表
現
が

見
え
て

ゐ

る

の

は、

言
ふ

ま
で

も
な
く
こ

の

年
二

月
十
一

日

の

大
日

本
帝
國

憲
法
の

發
布

と

衆
議

院
選

擧
法
公

布
の

日

程
を
指
し

て

ゐ

る。

從
つ

て

〈

近
く
實
現
す
る
〉

と

の

文

言

を

生
硬
に

解
す
る
な
ら
ば、

こ

の

文

章
が

書
か

れ

た

の

は

二

月
上
旬
以

前
に

し

て

且

つ

あ
ま
り

遠
く
な
い

一

日

の

こ

と、

と

い

ふ

推
定
も
立

て

ら

れ
よ
う

。

　
そ

し
て

憲
法
發
布
が

〈

中
世
的
日

本
と

の

絶
縁
〉

運
動
の

最
終
的
完
成

だ

と

い

ふ

發
想
も
如

何
に

も

青
年
の

も
の

ら
し
く
て

面
白
い

が、

か

う
し
た

政

治
的
契
機

は

同
時
代
の

文
學
に

と

つ

て

の

阻
害
要
因
で

あ
る

ど

こ

ろ

か、

近
代
文
學
の

發
展

に

と

つ

て

必
要
な
土

臺
形
成
の

第
一

歩
だ

と
見
て

ゐ

る
と

こ

ろ

に、

十

九

世

紀
的

市

民

社
會
の

成
孰…
と

文
學
殊
に

小
説
と
の

健
全
な
結
び
つ

き

を
實
地
に

於
い

て

確

認

し

て

き
た、

彼
の

ド
イ
ツ

留
學
体
驗
が

直
接、

濃
厚
に

影
を
投
げ
か

け
て

ゐ

る

と

見

る
こ

と

が

で

き
よ
う

。

　
馬
琴
の

死

に

よ
つ

て

途
絶
え
て

し

ま
つ

た
近
世
小

説
の

傳
統
は、

こ

の

明

治
立

憲
政
治
体
制
の

中
で、

十
九
世
紀
西
歐
市
民
社
會
に

於
け
る

小
説
の

地

位
に

見
合

ふ

程
度
の、

新
し

い

大
衆
的

讀
者
層
の

支
持
を
獲
得
し
つ

つ
、

し

か

も
新
時
代
の

日

本
の

學
藝
の

水
準
を
反
映
す
る
も
の

と

し
て

の

藝
術
的
な

「

高
さ

」

を
開
發
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。

こ

の

要
請
に

應
へ

て

新
文
學
の

採
る
べ

き

方
向
を
指
示

し

得
る

様
な
理

論
的
な
指
針
は

あ
る
の

か。

勿
論
然
り
で

あ
つ

て
、

こ

こ

に

坪
内
遒

遙
『

小
説
神
髄
』

の

名
が

言
及
さ

れ

る

の

は

當
時
と

し
て

當
然
至

極
の

成
行
き

で

あ
ら

う。

そ

こ

で

〈

坪
内
の

理

論
的
主
張
は

や

が

て

實
作
を

以
て

立
証
さ
れ
た
〉

と

い

ふ

の

だ

が、

明

治
二

十

二

年
三

月

の

こ

の

論
文
の

發
表
ま
で

に

公
け

に

さ

れ

て

ゐ

た
遒
遙
の

創
作
と

い

へ

ば、

先
ず
明
治
十
八
年
六

月
か

ら
十
九

年
一

月
ま

で9
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明

星
大

学
研
究

紀
要
【
日

本
文
化
学

韶
・
言

語

文
化
学

科扁
第

四
号
　一
恥

九
六

年

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
ヘ
タレ

（
こ

れ

は

『

小
説

神
髄
』

の

發
表
と

ほ

ぼ

並
行
し
て

ゐ

る
）

分
冊
で

公

け
に

さ

れ

た

『

皿

讀
三

歎
當
世
書
生

氣

質
』

が

あ
る
。

明

治
十
九

年
に

は

他
に

『

妹
と

背

鏡
』 、

『

巣
守
の

妻
」

が

あ
り、

明

治

二

十
年
に

は

『

こ

こ

や

か

し

こ
』 、

二

十
一

年
に

『

松
の

う
ち
』 、

そ
し

て

二

十
二

年
の
【

月
に

『

細
君』

等
が

か

ぞ
へ

ら

れ

る。

こ

れ
ら

は

『

常
世
書
生

氣

質
』

と

『
細
君
』

を
除
け

ば
現
今
先
ず
は

忘
れ

ら

れ
た

作
品

で

あ

り、

讀
む

入
は

殆
ん

ど

な
い

。

鴎
外
が

〈

永
續
的
價
値
を

有
す
る

も
の
〉

と
呼
ん

で

ゐ

る

の

は

或

い

は

こ

の

二

作
を
念
頭
に

置
い

て

の

こ

と

だ

ら

う

か
。

さ
う
と

す
れ
ば

〈

坪
内
の

創
作
は

そ
の

心

理

的
把

握
の

深
さ

鋭
さ

に

よ
つ

て

際
立

つ
〉

と

評

さ
れ

て

ゐ

る

の

も
こ

の

二

作
を
指
す
の

だ

ら
う
か

。

そ

れ

は
一

應

尤
も
な
評
價
だ

と

見
て

よ
い

だ

ら
う

。

又
逍
遙
の

寫
實
主
義
的
作
風

が

〈

時
に

あ

ま
り

に

鮮
明

に

造
型

さ

れ
て
〉

ゐ

る、

と

い

ふ

の

も、

そ

れ
自

體
『

小
説
神
髄
』

の

主
張
の

骨
子

な
の

だ

か

ら、

即
ち

客
觀
的
な
児
地
か

ら
し

て

の

賛
辭

な

の

で

あ

る
。

　

寫
實
主
義
小
説
の

理

論
と・
贇
作
両
面
で

の

遒
遙
の

功

績
を
十
分
に

認
め

つ

つ

も、

次
の

段
階
で

鴎
外
は

こ

の

論
文
の

最
大
の

特
色
で

あ
る、

遒
遙
の

］

つ

の

對

蹠
人
と

し

て

の

山
出

美
妙

の

稱
揚
に

移
る
。

　

作
晶

の

素
材
か

ら
見
る

と、

逧
遙
が

現
代
風
俗
の

描
寫
に

専
念
し

た
こ

と

と

對

照
的
に、

美
妙

は

歴
史
に

題
材
を
仰
い

だ
。

美
妙

は

明
治
十
儿
年、

十
九
歳
の

大

學
豫
備
門
學
生

と

し
て

小

説
を
書
き
出
し

た

當
時
は

自
ら

二

世
瀧
澤
馬
琴
を
氣
取

る

ほ

ど

の

意
氣
込

み

で、

遒
遙
に

對

抗
的
に

〈

純

粋

の

世
話

物
〉

た

る

風
俗
小
説

を
試
み

た
の

だ

が、

明
治
二

十
年
十
一

月

讀
売
新
聞
に

掲
載
し

た

『

武
藏
野』、

二

十
二

年
一

月

「

國
民

之

友
」

に

發
表
し

た

『

醐
蝶
』

が

高
い

評
判
を
呼
ん

だ

た

め

に、

鴎
外
に

は
｝

種
の

下
心

も

あ
つ

て

歴
史
小
説

家
と

し

て

認

識
さ

れ
た

．

こ

の

『

蝴

蝶
』

に

は

渡
邊
省
亭
筆
の

挿
繪
が

添
へ

ら

れ

て

あ

つ

た

が、

そ
れ
が

鎧
姿

の

武
者
に

野
邊
の

小

川
の

畔
で

相
對
し
て

立

つ

裸
婦
の

姿
を
描
い

た

も
の

だ

つ

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　

10

た
。

晝
想
の

奇
抜
さ

よ

り
以

前
に

襟
體
畫
と
い

ふ

單
純
な
事
實
が

評
判
を

呼

ん

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
ロ
ぜ

で、

五

年
後
の

黒
田
清
輝

の

「
朝
妝
」

鬪
と

全

く
同
じ

様
な

「

藝
術
か

猥
藝
か
」

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
ロマ

の

論
争
が

鑑

じ

た
。

鶻
外
は

讀
賣
新
聞
に

三

回

筆
を

執
つ

て

戲
文
調
の

辯
護
論
を

發
表
し

て

ゐ

る

が、

こ

こ

で

も
美
術
と

し
て

の

裸
體
書
の

擁
護
を
通

じ

て

間
接
的

に、

山

田

美
妙
へ

の

好
意
的
姿
勢
が

看
て

取
れ
る

。

　
鴎
外
は、

そ

の

論
文
の

末
尾
で

再
度
觸
れ

る
こ

と
に

な
る

が、

美
妙
の

歴

史
小

説
に
、

逍
遙
の

寫
實
主
義
的
風

俗
小

説
に

對
抗
的

に

働
く
ロ

マ

ン

主
義
的

文
學
觀

の

實
踐
を

購

待
し

た
。

そ
れ

が

在
獨
時
代
の

博
覧

多
讀
の

結
果
と

し

て

の、

そ
の

時
點
で

の

彼
の

「

文
學
的
教
養
」

か

ら

の

要
請
だ

つ

た、

期

待
さ

れ
た

作
家
の

實

力
も、

期

待
し

た

方
の

批
評

家
の

抱
負
も、

實
に

微
笑
ま
し
い

と

で

も

言
ふ

他
な

い

さ
さ
や

か

な
規

模
の

も

の

で

あ
つ

た

が、

と

も
か

く
も
明

治、
一
十一
…
年．

鴎
外

歸
朝
直
後
の

日

本
文

壇
の

水
準
は、

「

近
代
」

の

尺

度
を

以

て

測
れ

ば

全

く

の

幼

年
期
で

あ
つ

た
。

　
　
　
　
　
＊
　

　
　
　
　
　

　
　
＊
　

　
　
　
　
　

　
　
＊

　
鴎
外
が

該
論
文
の

眼

目

と

し

た
の

は、

當
代
の

小
説
の

趣
向
・

題

材
よ

り

も
そ

の

文
体
で

あ
る

。

そ

し

て

新
し

い

文
体
の

模
索
・

開

發
者
と

し

て

の

山

田

美
妙
を

擁
護
し、

美
妙

を
論
難

す
る
一

派
に

對

し

て

の

反

論
を

呈

す
る
の

だ

が、

散
文
に

於
け
る

口

語
文

開
發
の

功
績
評
價
が

直
ち

に

詩
型

論
に
つ

な

が

つ

て

ゆ

く。

カ

…

ル
・

フ

ロ

ー

レ

ン

ツ

が

そ
の

日

本
文
學
の

現
況
を

論
じ

た

論
文
の

中
で、

詩

歌
の

古
風
・
− ー

正
統
的
と

當
世

風
1ー

民

衆
的
の

二

分

圖
式

を
解

説
し、

そ

の

注

と

し

て

引

用

し

參
照
を

要
求
し

た

の

が、

鵬
外
論
文
の

こ

の

部
分

で

あ
る

。

　
と

こ

ろ

で

こ

の

部
分

を
讀
ん

で

み

る
と、

我
々

は

若
き

鴎
外
の

意
外
な
｝

側
面

に

遭
遇

し
て

少

々

驚
く
こ

と

に

な

る
。

意
外
な、

と

い

ふ

の

は、

こ

こ

で

語
つ

て

ゐ

る

鴎
外
は
一

兇
急
進
的
近

代
主

義
者
で

あ

り、

革
命
的

な
傳
統
否
定
論
者
に

映

る
か

ら
だ

。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

　

實
際、

〈

我

國
の

抒
情

詩
及
び

叙
事
詩
は、

多
く
の

人
が

獨
特
無
比
な
る

詩
型

で

あ
る

こ

と

を
端
的
に

認
め

て

ゐ

る

も
の

で

あ
る

が、

實
は

夙

に

生
命
を
喪
失
し

て

再
び

復
活
す
る

こ

と

な
ど
決
し

て

あ
り
得
な
い

古
代
の

日

本
語
の

色
褪
せ

た

形

骸
な
の

だ
〉

と

い

つ

た

抑
制
を
缺
い

た
表
現
に

出
會
ふ

と、

こ

れ
が

果
し

て

鴎
外

の

肉
聲
な

の

か

と

疑
ひ

た

く
も
な
る

し、

或
い

は

流
石
の

鴎
外
も、

歸
朝
直
後
と

あ
れ
ば

若
氣
の

至

り
の

放
言
も
し

た
も
の

か、

と

苦
笑
さ

せ

ら
れ
る

。

正
岡
子
規

の

短
歌
革
新
運

動
の

開
始
ま
で

に

は

な
ほ

十
年
近
く
を
待
た

ね
ば
な
ら
ぬ

當
時
で

は

あ
る

が

「

う
た
」

（
こ

れ

は

小

唄
等
の

詞
を

指
す

も
の

か
）

な
り

「

和
歌
」

な

り

が、

現
代
ド

イ
ツ

詩
人
に

と

つ

て

の

『

二

ー
ベ

ル

ン

ク
の

歌
』

の

様
式
に

相
當

す
る

な
ど
と
い

つ

た

見

方
は

要
す
る

に

誤
認

で

あ
る

。

桂

園
派
は

語
る

に

足
ら

ず、

と

彼

は

見

て

ゐ

た

の

か

も
し
れ
な
い

が、

幕
末
の

歌
人

と

し
て

は

大
隈
言
道

が

居
り

橘
曙
覧
が

居
た。

鴎
外
が

當
時
こ

れ

ら
の

名
前
を
知

ら
な
か

つ

た

と

し

て

も、

さ

う
し

た

歌
人
が

存
在
し

創

作
し

て

ゐ

た

傳
統
的
情
感
と

表
現
の

世
界
は

現

に

存
し

て

ゐ

た

は

ず
で

あ
る
。

漢

詩
の

規

則
性
が

ラ

テ

ン

詩
の

ヘ

ク

サ

メ

ー

タ

ー

に

比
せ

ら
れ
て

ゐ

る

の

は、

そ
れ
自
體
と

し

て

は

妥
當
な

比
定
で

あ
る
が、

當
の

鴎
外
自
身、

少

年
時
代
か

ら

の

熱
心
な
漢

詩
創
作
の

修
行
と

ド
イ
ツ

留
學
中
に

も

怠
ら
な
か

つ

た

そ
の

實
績
を
考
慮
し

て

み

る

に、

こ

の

否
定
的
言
及
は

是
亦
果
し

て

本
氣
の

發
言
か

と

疑
ひ

た

く
な
る

と

こ

ろ

で

あ
る

。

　

本
氣
か

本
氣
で

な

か

つ

た

か、

の

穿
鑿
は

姑
く
措
く

。

明

治
二

十

二

年
初

頭、

新
歸
朝
者
森
鴎
外
の

念
裡
に

は、

政
治
一

新
の

時
代
に

遭
遇
し

た

今、

文
學
の

面

目
一

新
も
亦
急
務
で

あ
る、

文

學
一

新
の

責
務
は

自
分
達、

西
歐
近
代
の

教
養
を

十
分
に

吸

収
し
た

青
年
知

識
人

層
の

双
肩

に

懸
か

つ

て

ゐ

る、

と

の

抱

負
が

あ

る。
　一

新
の

事
業
の

眼

目
は

何
か
。

散
文
に

於
い

て

は

小
説
の

文
体
の

確
立
で

あ

り、

韻
文
に

於
い

て

は

新
時
代
の

國
民
的
・

大
衆
的
要
請
に

適
つ

た

詩
型
と

韻
律

の

開
發
で

あ
る。

こ

の

目
標
を
立
て

て

み

た

時
に

は、

こ

の

要
請
に

應
へ

得
る

様

森
鴎
外
］
日

木
文

學
の

新
趨
勢
」

に

つ

い

て

小
堀

桂
一
郎

な
文
章
様
式

の

試
案
を
提
出
し

得
た

の

は

わ

つ

か

に

山

田
美
妙
を
措
い

て

他
に

な

く、

シ

ラ

ー

に

匹
敵
す
る

國
民

詩
人

の

一

人

を
も
所
有
で

き

ず
に

ゐ

る

日

本
の

詩

歌
の

世
界
は
〈

荒
涼
た

る

精
神
の

曠
野
〉

だ

と

い

ふ

過
激
な
診
斷
も
「

作
業
假

設
」

と

し

て

の

意
味
は

帯
び

て

く
る

。

　

散
文
の

文
体
確
立
の

旗
手
が

美
妙

齋
一

人

と

い

ふ

の

は

要
す
る

に

誤

診
斷
で

は

な
か

つ

た

か
、

と

の

批
判
を
呈
す
る

こ

と

は

勿
論
で

き

よ
う。

鴎
外
自

身
明

ら

か

に

こ

の

誤
診
を
自

覺
し
た

こ

と
は

そ

の

後
の

彼

の

文
壇
向
け

言
表
か

ら

優
に

見
て

と

る

こ

と

が

で

き

る
。

そ

の

代
表
的、

む

し

ろ

象
徴
的
な
表
現
は、

彼

が

明

治
四

十
二

年
に

二

葉
亭
四

迷
の

死

を
悼
ん

で

書
い

た

追
悼
文

『

長

谷
川

辰
之

助
』

で

あ

る。
　

〈

浮
雲
に

は

私
も
驚
か

さ
れ
た

。

小
説
の

筆
が

心
理

的
方
面
に

動
き

出
し

た

の

は、

日

本
で

は

あ
れ
が

始
で

あ
ら

う。

あ
の

時
代
に

あ
ん

な
も
の

を
書
い

た

の

に

は

驚
か

ざ
る
こ

と

を
得
な
い
。

…
…

「

浮
雲

　
二

葉
亭
闃
迷
作
」

と

い

ふ

八

字
は

珍
ら

し

い

矛
盾、

稀
な
る

ア

ナ
ク

ロ

ニ

ス

ム

と

し

て、

永
遠
に

文
藝
史
上

に

残
し

て

置
く
べ

き

も
の

で

あ
ら
う
V

と

い

ふ

の

が、

丁

度
二

十

年
後
に

出
た

鴎

外
の

「

前
言
訂
正
」

で

あ
る

。

結
び

の
一

句
く

稀
な

る

ア

ナ
ク

ロ

ニ

ス

ム
V

は

文
壇
史

の

上

で

か

な
り
有
名
な
文
句
に

な

つ

た

が、

そ

れ

は
二

葉
亭
が

小
説
作
家
即

ち

戯

作
者、

と

い

つ

た
意
識
（
そ
れ

が

こ

の

筆
名
に

こ

び

り
つ

い

て

ゐ

る
）

を
以

て

近

代
的
心

理

小

説
を
著
し

た
と
い

ふ

時
代
錯
誤
性
に

向
け
ら

れ
た

最
大
級

の

逆
説
的

贊
辭
で

あ
る

こ

と

改
め

て

説
明

す
る
ま

で

も
な
い
。

但
し、

確
か

に

「

戲
作
」

性

の

漂
ふ

『

浮
雲
』

の

文
体
を
差

し

措
い

て、

美
妙
の

口

語
文
体
の

方
に

む

し

ろ

將

来
の

可

能
性
を
囑
望
し

た、

と

い

ふ

心

の

動
き

が

あ
つ

た

と

し

て

も、

當
時
の

鴎

外
と

し

て

少
し

も
を
か

し
く
は

な
い

。

　

そ

の

こ

と

を
推
測
さ

せ

る
の

が、

こ

の

明
治
二

十
二

年
二

月
譯
出
の

ド
オ

デ
エ

原
作

『

緑
葉
歎
』 、

三
月
か

ら
七
月
に

か

け

て

の

E
・
T
・
A
・
ホ

フ

マ

ン

原
作

『

玉11
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明

星
大
学

研
究
紀

要
【
日

本
文

化

学
部
・
言
語
文

化
学

科一
第

四
号
　一
九

九
六

年

を
懐
い

て

罪
あ
り

』 、

五

月
か

ら
八

月
に

か

け

て

の

ア

ー
ヴ
ィ

ン

グ

原
作

『

新
浦

島
』 、

十
月、

十
一

月
の

ハ

ア

ト
原
作

『

洪
水
』

と

い

つ

た、

新
聞・
雜
誌
掲
載
の

歐
米
短
篇
小

説
邦
譯
の

試
み

が

い

つ

れ

も
口

語
文
体
で

為
さ

れ
て

ゐ

る
こ

と

で

あ

る
。

殊
に

リ

ッ

プ
・
ヴ
ァ

ン
・
ウ

ィ

ン

ク

ル

物
語
の

獨
譯
か

ら

の

重

譯
で

あ

る

『

新

浦
島
』

は

美
妙
の

向
う
を
張
る

如

き
「
…

で

す
」

「

…

ま
す」

「

…

ま
し
た
」

調
を

用
ゐ

て

ゐ

る。

戯
曲
の

翻
譯
た

る

『

調
高
矣
洋
絃
一

曲
』

『

折
薔
薇』

『

傳
奇
ト
オ

ニ

イ
』

も、

演
劇
改
良
運

動
と

の

連
繋
か

ら

當
然
の

こ

と

に

口

語
調
の

譯
で

あ

る
。

結
局
明

治
二

卜
二

年
度
發
表
の

譯
業
で

文

語

体
を
用
ゐ

た

の

は

ド
オ

デ
エ

の

短
篇

『

戰
僧
』

と

ト

ル

ス

ト
イ
の

「

ル

ツ
ェ

ル

ン
」

を
譯

し

た

『

瑞
西
館
』

の

二

篇
だ
け

で

あ
つ

た
。

　
し
か

し

年
が

明
け
て

明

治
二

十
三

年
以
降
發
表
の

も
の

に

な
る
と、

有
名
な

『

ふ

た

夜
』 、

創
作
の

『
舞
姫
』

を
初
め

と

し
て、

以
後
ほ

と

ん

ど
全

て

の

作
品

が、

文
語
を
用

ゐ

た

所
謂
推
文
体

に

も
ど

つ

て

し

ま
ひ、

口

語
文

体
は

「

柵
草

紙
」

時
代
を
通
じ

て

再
び

顧
み

ら

れ

る

こ

と

が

な
い
。

美
妙
齋
の

先
驅
的
試
み

に

對
す
る
あ
れ
ほ

ど

の

期
待
と

肩

入

れ

の

情
動
は

何
處
に

消
え

て

し

ま

つ

た

の

で

あ

ら

う
か

。

　
そ
の

理

由
は、

所
詮

、

鴎
外
が

口

語
文
体
の

表
現
可
能
性、

殊
に

文
章
の

様
式

美
な
る

も
の

に

あ
き
足
り

な
さ
を
覺
え、

限

界
を
看
て

取
つ

た

故、

と

推
測
す
る

よ

り
他
な
い

こ

と

な
の

だ

が、

筆
者
に

は

依
然
と

し

て

不
可
解
な
部
分
が

殘
る

。

と

い

ふ

の

は、

た

ぶ

ん

に

美
妙
齋
を
意
識
し、

對
抗
的
と
い

ふ

よ
り
は

む

し

ろ

支

援
的
に

自
ら
も
試

作
し
て

み

た
と

思

し
き
鴎
外
の

口

語
文
体
だ

が、

そ
の

第
二

作

た

る
ホ

フ

マ

ン

の

「

ス

キ
ュ

デ

リ

ー

孃
」

を
譯
し
た

『

玉
を

懐
い

て

罪
あ
り

』

と

な
る
と、

二

葉
亭
と

美
妙

齋
く
ら

ゐ

し
か

口

語
文
体
作
家
の

居
な
か

つ

た

明

治
二

十

二

年
の

産
物
と

し

て

は、

是
亦

「

ア

ナ
ク

ロ

ニ

ス

テ
ィ

ッ

ク
」

と

評
し

た

い

ほ

ど

の

上

出
来
の

産
物
で

あ

つ

て、

現

在
で

も
立
派
に

愛
讀
玩
味

に

堪
へ

る

こ

と

は

12

い

ふ

ま
で

も
な
く、

筆
者
個
人

の

好

み

か

ら

言
へ

ば、

昭
和
期
に

な
つ

て

輩
出
す

る

語
學
的
に

非

の

打
ち

所
の

な
い

多
數
の

ホ

フ

マ

ン

作
品
の

邦
譯
と

比
べ

て
、

や

は

り
こ

れ
を
第
一

等
に

推
し

た

い

と

の

贔
屓

心

を
抑
へ

か

ね

る
ほ

ど

の

出
来

榮
え

で

あ

る。

鴎
外
ほ

ど

の

眼
識
あ
る

批

評

家
が

自

ら

の

達
成
し

た

文

章
美
の

卓
抜
性

を
然

る
可

く
評
價
す
る

眼
が

こ

の

時
に

は

缺
け

て

ゐ

た
の

か

と

思

ふ

と、

少
々

不

思
議
な
氣
が

す
る。

　
こ

れ
ほ

ど

の

成
功
作
を
世

に

贈
り

得
た
鴎
外
の

口

語
文
体

試
作
が、

も

し

山

田

美
妙

の

先
驅
的
試
み

を
見

て

刺
激
さ

れ
て

の

上
の

こ

と

で

あ
つ

た

と

す
る

な
ら

ば、

そ
の

點
だ

け

で

も
既
に

美
妙
の

活
動
は

文
學
史

的
に
一

つ

の

意
味
が

あ
つ

た

と、

美
妙
に

は

少
し

酷

な
意
味
づ

け

か

も
し

れ

な

い

が、

判
定
し

て

も
よ
い

か

と

思
ふ

。

　
　

　

　
　
＊
　
　

　
　
　
　
　

　
＊
　
　
　

　
　
　
　
　

＊

　

同
じ
様
に、

詩
歌
の

分
野

で

鴎
外
が

當
代
に

下
し

た

判

斷
は

些
か

亂
暴
で

あ
つ

た

が、

こ

の

舊
物
破
壊
的
情
念
が、

や
が

て

そ

の

夏
の

う
ち

に

『

於
母
影
』

一

巻

の

提
出
と

な
つ

て

生

産
的
に

結
實
し

た
の

だ

と

す
れ

ば、

鴎
外
は

立
派
に

放

言
の

責
任

を
取

つ

た

こ

と

に

な
る

。

『

於
母
影
』

編

纂
の

直
接
の

動
機
は、

鵬
外
が

石

橋

忍

月
と

應
酬

を
交
し

た

翻

譯
詩
の

韻
律
論
が

俊
敏
な
ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト
徳
富
蘇

峰
の

眼
に

留

ま
り、

新
時
代
の

詩
歌
の

行
く
べ

き

道
の

指
導
標
を

作
つ

て

も
ら

ひ

た

い

と
の

依
頼
を
受
け
た

こ

と

に

あ
つ

た
。

〈

ド
イ

ツ

に

於
い

て

シ

ラ

ー

の

作
品

集
を
架
藏
し

て

ゐ

な
い

様
な
家
庭
は
一

軒
も
な
い
〉

と
い

つ

た
こ

と

が

實
情
で

あ

つ

た

か

ど

う
か

は

ど

う
で

も
よ
い

こ

と
で、

そ
の

様
に

稱
せ

ら
れ

る

ほ

ど

に

廣
く

大
衆
の

人
氣
を
得
た

國
民
的
詩
人
が

存
在
す
る

と
い

ふ

状
況

自
体
が

羨
望
に

値
す

る

こ

と

だ

つ

た
。

そ

こ

に

蘇
峰
の

期
待
と

鞭
撻
を
心
底

か

ら

喜
ん

で

發
奮
し、

勇

ん

で

あ
の

譯
詩
集
制
作
に

取
組
ん

だ

若

い

鴎
外
の

抱
負
が

あ

つ

た
。

〈

一

箇
の

民

族

が

固
有
の

國
民
文
學
を
持
て

ず
に

ゐ

る
と
い

ふ

ほ

ど

に

悲
し

む
べ

き

光

景
は

な
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い
〉

と
斷
じ、

そ

れ

は

往
々

に

し

て

民
族
の

没

落
そ
の

も
の

に

つ

な
が

る、

と

し

た

の

も
い

か

に

も
青
年
ら

し

い

誇
張
し
た
述
懐
で

あ
る

が、

こ

れ
あ
る

が

故
に

あ

の

見

事
な
文
學
的
實
驗
を

敢
行
し

且

つ

成
功
し

た

の

だ

と

思
へ

ば

以
て

恕
す
べ

き

で

あ
ら
う。

　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　

　

＊

　
最

後
の

段
落
で

鴎
外
が

大
衆
文
學
の

樹
立

と

そ

れ
が

國
民
文
學
と

呼
び

得
る
ほ

ど

の

も
の

に

高
ま
つ

て

ゆ

く
可
能
性
を

論
じ、

期

待
し
て

ゐ

る
こ

と

は
注

目
に

値

す
る
。

そ

れ
は

五

十
歳
を
越
え
た

老
成

期

の

鴎
外
に

つ

い

て

我
々

が

有
し

て

ゐ
る

印
象
と

は

か

な
り

か

け

離
れ
た

も
の

で

あ

る

が、

こ

れ
も
間
違
ひ

な

く
若
き

鴎
外

の

眞
情
の

吐

露
で

あ
る

。

彼
が

ジ

ャ

：

ナ
リ

ズ

ム

の

持
つ

大
衆
的
影
響
力
を
無
視

す
る

こ

と

な
く、

む

し

ろ

そ
の

啓
蒙

機
關
と

し
て

の

役
割
を
十
分
に

認
識
し

自
ら

活

用
も
し

た

こ

と

は、

彼
の

文

業
を
通

観
し

て

み

れ
ば

明

ら

か

な
こ

と

な
の

だ

が、

こ

の

様
に

は

つ

き
り
と

讀
賣
新
聞
の

名
を

擧
げ
て

そ
の

功
績
と、

同
時
に

消

極
面
を
も
論
じ
て

ゐ

る
例
は

珍
し

い
。

　

讀
賣
新
聞
は

明

治
十
四
年
に

二

十

歳
の

鴎
外
が

「

河
津
金
線
君
に

質
す
」

と

い

ふ

蛙

の

和
名
に
つ

い

て

の

考
証
の
一

文
を
投
稿
し

掲
載
さ
れ

た、

即

ち

彼
の

文
章

が

初
め
て

活
字
化
さ

れ
る

機
會
を
得
た

と
い

ふ

縁
の

あ
る

新
聞
だ
つ

た
。

歸
朝
後

は

二

十
二

年
一

月
三

日

の

『

小
説
論』

を
嚆
矢
と

し

て、

そ

の

年
一

杯、

つ

ま

り

彼
が

自
ら

主

宰
し

た

「

棚
草
紙
」

や

蘇
峰
の

好
意
を

得
て

「

國
民

新
聞
」

及
び

「

國
民

之
友
」

に

主

要
な
發
表
舞
臺
を
移
す
ま
で

の

間、

評

論
に

翻

譯
に

屡
々

紙

面
を
提
供
し
て

く
れ
た、

文
入

鴎
外
の

登
場
に

小

さ

か

ら

ぬ

役
割
を
果
し

た

の

が

讀
責
新
聞
で

あ
る

。

さ
う
で

あ
る

以
上、

鴎
外
が

讀
賣
新
聞
を
代
表
と

す
る

新
聞

ジ

ャ

ー

ナ
リ

ズ

ム

の

國

民

文
學
振
興
の

道

で

の

役
割
に

相
當
の

期
待
を
繋
い

で

ゐ

た
と
し

て

も
無
理

の

な

い

こ

と

だ

つ

た
。

　

高
い

完
成
度
を
持
つ

文
藝
と

大
衆
的
ジ

ャ

ー

ナ
リ
ズ

ム

と

の

接
點
を
め

ぐ
る

議

森
鵬

外
「
日

本
文
學
の

新

趨
勢」
に

つ

い

て

小

堀

桂一
郎

論
は

百

年
餘
り
後
世
の

現
代
も

鵬
外
の

時
代
も
そ

れ

ほ

ど

違
つ

た

も
の

で

は

な

い
。

つ

ま

り

こ

の

論
文
で

鴎
外
が

指
摘
し

た
ゐ

る

の

は

意
外
に

現
代
的
な
問
題
で

あ
つ

た
。

ジ

ャ

ー
ナ

リ

ズ

ム

を
主
要
な
發
表
舞
臺
と

す
る

（
現
代
は

新
聞
よ

り

も

む

し

ろ
月
刊
の

文
藝
雜
誌
を

考
へ

た

方
が

適
當
か

も

し
れ

な
い

が
）

現
代
風
俗
小

説
作
家
達
が

大
衆
的

低
俗
と

マ

ン

ネ
リ
ズ

ム

の

淺
薄
に

陥
ら

ざ
ら

む

が

た

め

に

は、

往
時

『

小
説
神
髄
』

を

武
器
と

し

て

嚴

し
い

要
求
を
作
家
達
に

つ

き

つ

け
た

坪
内
遒
遙
の

如
き
強

靭
な
否
定
的
批
評
家
精
神
に

よ
る

抑
制

が

必
要
で

あ

ら

う
。

そ

れ

と
同
時
に

實
作
を

以
て

大
衆
的
路
線
と

藝
術
的
要
求
の

綜
合
を
目
指
す
肯
定

的
實
践
活
動
の

旗
手
が

是
非
欲
し
い

の

で

あ
る

。

こ

の

二

つ

が

並
び

立

つ

て

發
動

す
る

時、

（

表
現
は

若
々

し

く
誇
張
的
だ

が
V

〈

純
正
な

國
民
文
學
の

誕
生
〉

も
そ

こ

に

期

待
で

き

る

か

も
し

れ
な
い

。

　

鴎
外
は

そ
の

旗
手
の

役
割
を
美
妙

齋
山

田

武
太

郎
に

期
待
す
る

こ

と

を
こ

の

論

文
で

明

言
し
て

ゐ

る。

讀
賣
新
聞
で

巖
々

生

な
る

評

家
が、

矢
野

龍
溪
を

忘
れ
て

ゐ

る

で

は

な
い

か

と
指
摘
し
た

の

は

面
白
い

こ

と

で、

筆・
者
は

巖
々

生

の

鑒
識
眼

に

贊
意
を
表
す
る

も
の

で

あ
る
が、

鴎
外
は

こ

れ
に

對
し、

自
分

は
現
状
分

析
を

し

た

の

で

は

な
く
て

逧
遙
・

美
妙
が

示

し

て

ゐ

る
方
向
に

注

目
し

て

美
妙
へ

の

期

待
を
表
明
し

た

ま
で

だ、

と

躱
し
て

ゐ

る。

こ

れ
も
亦
尤
も

な
回
答
で

あ

る
。

　
一

つ

興
味
を
惹
か

れ
る
の

は、

山

田

美
妙
自
身
は

い

つ

た

い

こ

の

鴎
外
の

期

待

表
明

を
聞
き

知
つ

た

の

か

否
か

と
い

ふ

こ

と

で

あ
る

。

何
し

ろ

獨
逸
文
雜
誌
會
の

發
行
す
る
全

文

獨
文

の

紙
面
と

い

ふ

特
殊
な
媒
体
に

載
つ

た

文
章
で

あ
る

。

同
じ

時
期
に

盛
ん

に

發
行
さ

れ
た

國
内
向
英
文

雜
誌
よ

り

も
格
段
に

讀
者
數
は
狭
く
限

ら
れ

て

ゐ
た

で

あ
ら

う
。

山

田

美
妙

自
身
が

鴎
外
筆
の

獨
文
を

讀
ん

だ

こ

と

は

極

め
て

考
へ

に

く
い

が、

こ

の

文
を
讀
ん

だ

誰
か

が

然
る
べ

く
美
妙

に

そ

の

内
容
を

傳
へ

て

や

つ

た

と
い

ふ

事
態
は

果
し

て

起
り
得
た

で

あ
ら

う
か
。

　

と

も
か

く
そ
の

後
の

文

學
史
の

成
行
を
見
れ
ば、

山

田
美
妙
は

鴎
外
漁
史
か

ら13
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明
星
大

学

研
究
紀

要
【
日

本
文

化
学
部
・
酔．卩
語
文

化
学

科】
第

四
号
　一
九

九
六

年

の

こ

の

熱
い

期
待
に

應
へ

な
か

つ

た
。

鵑
外
の

呼

び

か

け

た

こ

の

役
割
の

遂
行
者

は、

後
世

か

ら

振

り

返
つ

て

眺
め

て

み

れ

ば

や

は

り
二

葉
亭
四

迷
だ

つ

た

の

で

あ

り、

二

葉
亭
が

絶
望
し

て

筆
を
投
じ

た

あ
と

を
引
繼
い

だ
の

は、
　→

應
明

治
二

卜

年
代
に

限

定
し

て

こ

れ
を

見
れ
ば、

ロ

語
文
体
と

い

ふ

條
件
は

姑
く
措
い

て

尾
崎

紅

葉
で

あ
り
幸
田

露
伴
で

あ
つ

た
。

　

最
後
に
皿

つ

飛
躍
し

た
注
記
を

付
加
へ

る
。

　

若
き
鴎
外
は

〈

日

本
に

於
け
る

近

代
ジ

ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

の

成
立

は、

日

本
文
學

の

中
に

ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

の

傾
向
が

再
度

覺
醒
す
る

最
初
の

段
階
を

指
し

示
し

て

ゐ

た
〉

と

診

斷
し、

新
聞
ジ

ャ

ー

ナ

リ
ズ

ム

の

有
す
る

大
衆
性
に

十
九

世
紀
西

歐

小
説
に

見
る

如
き
形

式

美
を
結
合
さ

せ

る

こ

と

が

で

き
る

な
ら

ば、

そ

の

者
（
由

田
美
妙
に

空
し

か

つ

た

期
待
を
寄
せ

つ

つ
）

は

〈

一

國
民

の

究
極
の

本
質
を
精
神

的
に

表
現
す
る

術
を
創
造
し
た
者
〉

と

い

ふ、

お
よ
そ

作
家
と

し

て

望
み

得
る

限

り
の

最
高
の

榮
譽
が

與
へ

ら
れ
よ
う、

と

豫
言

し
た

。

そ

ん

な
青
年
の

夢
の

様
な

理

想
が

現
實
の

文

學
世

雰
に

實
現
す
る

も
の

だ

ら

う
か、

と

疑
ふ

向
は、

『

虞
美

人

草
』

に

始
ま
り

『

明

暗
』

に

至

る

夏
厨
漱
石

の

主

要
な
小

説
系
列
が、

全
て

東

京
朝
日

新
聞
で

の

連
載、

つ

ま

り

新
聞
小

説
だ
つ

た

こ

と

を

思
ひ

出
し
て

み

る

と

よ
い

。

漱
石
の

作
品

は

上
に

鴫
外
が

述
べ

て

ゐ

る

國
民
文
學
の

定
義
に

完
全

に

適

つ

て

ゐ

よ
う

。

明

治
と
い

ふ

時
代
に

は

そ

ん

な
こ

と

（
ジ

ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

が

文
學

に

於
け

る

ナ

シ
ョ

ナ
リ

ズ

ム

を

覺
醒
せ

し

め、

段

つ

そ
れ

が

國
民
の

究
極
の

本
質

を
精
神
的
に

表
現
す
る

術
た

り

得
て

ゐ

る

と

い

ふ

現

象〉

が

ま

だ

可

能
だ

つ

た

の

だ、

そ
れ

は

明

治
の

御
代
だ

つ

た
か

ら
の

こ

と

だ

と

留
保
を
つ

け
た

が

る

向
に

は、

つ

い

二

十
年
ほ

ど
昔
の

こ

と、

司
馬
遼
太
郎
の

『

坂

の

上

の

雲
』

や

『

菜
の

花
の

沖
』

は
い

つ

れ

も
新
聞
連
載
小

説
だ
つ

た

と
い

ふ

事
實
を
思

ひ

出
し

て

頂
き

た

い
。

こ

の

両
者
な
ど

は

明

ら
か

に、

鴎
外
の
⇒ 、
問

ふ

意
味
で

の、

お

よ

そ
作
家
と

し

て

の

最
高
の

榮
譽
を
か

ち
得
た

双

璧
で

あ
る

と

稱
し

て

よ
い

だ

ら
う

。

14

注
（
1｝

　

朝
日

新
聞
平

成
七

年
十

月
二

十

日

夕
刊、
記

事
の

見

出
し

は

ハ
賜

外
，

幻
の

論
文洲
を
発

掘
／
山
田
美
妙

の

　
口

語

体
絶
賛〉
と

な
つ

て

ゐ
る。
元

來
箏
者
は

朝
日

新

聞
の

政
治

的
幅
向
と

編

集
の

獨

善
を
甚
し
く

憎
み、
こ

の

　
新
聞
に

つ

い

て

は

「
買
は

ず、

讀
ま
ず、

書
か

ず」
を
原

則
と

し
て

き
た

の

で

あ
る

が、

學
藝
部
の

記
者
と
名

乘

　
る

人
か
ら

の

電
話
の

第
｝
聲
で、
幻
の

雑
鈷
「
西
か
ら

東
へ

」
が

發
見
さ
れ

ま

し
た、
と
告

げ
ら

れ
た

時
に

は、

　
さ

す
が
に

直
ち
に

こ

れ
に

應
對
し

て

詳
し

い

事

情
を

聞
い

て

み

た
い

と
い

ふ

誘
惑
を

押
へ
か

ね

た。
そ
の

記
省
氏

　
と

面
談
し

て
知
つ

た

所
に

よ
る
と、

發
見
さ
れ
た

雜
誌

は
A
、

の

所》
號

か

ら
三

號
ま
で

の

三

冊
で

し
か

な
い。
森

　
潤

三
郎
氏

は
第
一
年

度
の

合
本
を

持
つ

て

居
ら
れ

た
様
に

書
い

て

ゐ
る

の

だ

か

ら、
明

治

二

聖
二

年
中
は

刊

行
さ

　
れ
て

ゐ
た
で

あ
ら

う。
と
こ

ろ
が

明

治
二

十
三

年
八
月、｝
卜
甑

目

刊
の

「

棚
草
紙」
第
臺

⊥

號
掲

載
の

「
山
房

放

　
語」
中
「
禽
蟲
八

旬
」

に

〈
東
漸
の

文
は

刊
を
絶

ち
て、
主
筆
の
一
八

誰
が

家
の

子
孫
と
か

な
ワ

し〉
と

の
「
句

　
が

見
え
て

ゐ

る、
こ

の

（
東

漸
の

文〉
は

雑
誌

〈
Q
コ

≦
鵠骨
灘

穹
プ

O
ω冖
を

指
し
て

ゐ
る

と

思
は
れ

る

の

で、
つ

　
ま
り

明
治
二

十
三

年
八

月
に

は

既
に

体
刊
し

て

ゐ

た
わ
け

で

あ
り、
第
二

年
度
は
數

號
を
出

し

た
だ

け

で

終
つ

た

　
も
の

と
推

測
さ
札

る。

〔
2＞

　

森
潤＝…
郎
著

「
鵬
外
森

林
太
郎』
　

初

版
は

昭
和
儿

年
夏
の

刊

行
だ

が、
筆
者
が

參
照

引
閑
し
て

ゐ

る
の

は

　
昭
和

十
七

年
四
月

丸
井、
書
店
刊
の

改
訂

版。

〔
3）

　
森
潤
三

郎
氏
が

獨
文
の

題

名
を

擧
げ
て

ゐ

る
五

篇
の

う
ち、
本

文
に

記
し
た

様
に、
1
と
5
は

現
在
全

集
で

　
原
文

を
頑
む

こ

と
が

出

来．
2
は

本
稿
で

紹

介
し、
3
は
題
名

か

ら

推
し

て

演

劇
改
良
論

の

一
端
で

あ

る
こ

と

が

　
わ

か
る。
4
の

み

は

「
日

本
に

於
け
る

決
闘
の

風
甥」
に

つ

い

て

述
べ

た

も
の

と

思
は

れ、
ド
イ
ツ

に

於
け
る

決

　
闘
の

習

俗
に

興
味

を

持
ち、
ミ
λ
ン

ヘ
ン

大

學
時

代
に
｝
度
そ

の

現

場
を
見

物
し

た
こ

と

も

あ
る

鴟
外
の

こ

と

故．
お
斎、
ら
く

は
そ
れ

と

對
比
的
に

注
臼

す
べ

き
記
述

を
し
て

ゐ

る
の

で

は

な
い

か

と

思
は

れ

る。
興

味
を
唆
る

　
紀

事
で

あ

る

が、
こ

れ

も

當
該
の

號
が

發

見
さ
れ

る
ま
で

は
謎
の

論
文
に

留
ま
る．

　
　

　

　
　

　

　
　
　

ヨ
　
　　
む

（
4）

　
閑
眇

ユ

「一
〇【
Φ

コ
N

（
86i93

）
に

つ

い

て

は

本
文

中
に

舉
げ

た

鵬

外
全

集
第
三

恥

五
巻

付
録
月

儼

所
載
の

拙

　
　

　

　
　

　

　
　
　

ユ
　　　　
　

　
稿
の

他
に、
同
じ

く

筆
者
の

論
考
と
し

て，

東
大

比
較

文
學
會
刊
「
比
較
文

學
研
究
」

第
二

卜
七

號

（
昭
和

五

十

　
年
六

月冒
に

一、
K
・
フ

ロ

ー

レ

ン

ツ

の

享
臼．
巽

軒
詩

抄
L 、
第
三

卜
九

號
（
昭

和
五

十
六

年
四
屑〕
に

「
K・
7

　
ロ

ー

レ

ン

ツ

の

誣

曲
研

究」
が

あ
る。
フ
卩

ー

レ

ン

ツ

と
凵

本
と

の

關
係
に
つ

い

て

は

此

等
三
點

を

御
參
照

嘆
け

　
れ
ば

有
難
い。

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　

　

き
　

　
　

　

｛
邑

Ω

舞・・
昜

毎

舞
璧
。

（
77i84

）

ド

イ

ツ
・
ロ

マ

ン

派
の

代

表
醜

な

詩
八
の

天
だ

が，
創

作
活
動
よ

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　

　

　
　
　
　　
エ

　
け，
も
む

し

ろ

武
7‘
年
の

魔
法
の

角
笛」
の

題

名
で
知
ら

れ
て

ゐ

る

民
謡

蒐
集
・

編

纂
事
業
が

そ
の

不

朽
の

業
績
と

　
見
ら
れ

て

ゐ

る。
こ

こ
唱、
も
俗

謡
・
小

唄
等
の

民
衆

歌
謡
の

理

解

者
・
保
護
者
と
い

ふ

脈

絡
で

そ
の

名

が

引
か

れ

　
て

ゐ
る。

〔
5）

　『
鼠

々

郷
談」
は

文
化
十
二

年

二

八
 
五）

刊。
馬

琴
四

十
九

歳
の

作。
巷

間
よ
く

も
て

は
や

さ

れ
る

こ

　
と

に

な

つ

た

紅
皿
，
欠
齟

の

繼
子
い

ぢ
め

物
諏。
鴎
外
が

文
壇
に

登
楊
し
た
明

治
二

十

年
代
初
め

に

は、
馬

琴
の

　
死

後
小

説
の

匱

界
に

は

大
き

な
空

白
が
生
じ

て

未
だ

そ

の

あ
と
が

埋

め

ら
れ
て

ゐ

な
い、
と

の

認
識

が

一
般

的
通

念
と
し

て

生
き

て
ゐ
た

様
で

あ
る。
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（
7）
　
讃
本
の

馬

琴
は
嘉

永
元
年

二

八

四
八

年）
に

歿
し
た。

そ
の

前
に

合

巻
の

種

彦
は

天
保
十
三

年

（一
八

四

　
二

年一
に．
人

情
本
の

春
水
は

翌
天

保
十
四

年
〔
一
八
四
三

年）
に

死

ん

で

ゐ

る。
偶
然

な
が
ら

黒
船
の

來

航
と

　
共
に

小

説
創
作
の

空
白

時
代
が

始
ま
つ

た。
そ
の

あ
と

遒

遙
の

『
當
世

書
生

氣

質』
（
明

治
十
八

年
・
｝
八

八
五

　
年V．
東
海

散
士
の

「
佳
人

之
奇

遇』
（
同
年｝、
そ
し
て

「
浮
雲』
と

『

武

蔵

野』
〔
明
治
二

十

年
∴

八
八

七
年）

　
が

掛
る

ま
で

の

間
に、
凵

本
文

學
は

確
か
に

今
日
の

讃

者
に

繙

讀
の

氣

を
起

さ
せ

る

様
な

散
文
の

藝

術
作
品

を一

　
篇
も
生
み

出
し
て

ゐ
な
い。
作
者
と
し

て

わ
つ

か
に

假

名
垣

魯

文、

矢
野

龍
溪
の

名
が

文

學
史
に

記
録
さ

れ
て

ゐ

　
る

だ
け

で
あ
る。

〔
8〕
　
「
政

治
を

憎
む

文」
は

明

治
二

十
四

年
三

月
「
國
民

之

友」
第
百
十

二

號
に

發

表
さ

れ．
二

十
六

年
二

月

　
「

柵
草
紙」
に

再
掲
載

さ
れ
た。
初
出
に

（
ア
ル

フ

オ
ン

ス

・
ド
オ

デ
エ

著
　
鵬
外
漁

史
譯
〉

と

あ
る

と

こ

ろ
か

　
ら

も
明

ら
か

な

如
く、

要
す
る

に

翻
譯
の
一
文
で

あ
る

が、
の

ち
單

行
本

「
か

げ

草』
の

中
に

「
観

潮
樓
偶

記」

　
の
…
章
と
し

て

收
め
ら

れ
た
た

め、

金
集
編

纂
に

際
し
て

も
翻

譯
で

は

な
く

著

作
の
一
と

し
て

扱
は
札

て

き

た。

　
翻

譯
の

際
の

原

本
は

≧
O
ぴ
o
コ

沼

O
餌

ニ

ュ

 

嘗

〉
匚
口，

号
ヨ
【、
Φ

σ
Φ
コ゜
O「
臣
匹
Φ

口

F
い
Φ

督
N同
ぴq冒
一
G。

Q。
 

の

終

章
な
る

匹
昌

　
亳
〇

二
口
ぴ
Φ
「

勺

o

洋
涛

で

あ

る。

（
9V
　
逍
遙
が

二

讃
三

歎
・
當
世

書
生
氣

質」
を

書
き

出
し
た

の

は

明
治

十
八

年
四
月

だ

つ

た。
六

月
に

そ

の

第

　一
編
が

刊
行
に

な
り、

續
い

て

七、

八
月

に

第
二、
第
三

分

冊
を
出

し
た。
最
終

分
冊

を
出
し
た

の

が

明
治

十
九

　
年一
月
で

あ
る。
『
小
説

神
髄』
は
明

抬
十
八

年
九

月、
『
書
生

氣
質』
の

第
四

分
冊
が

出
た
の

と

同

時
に．

や
は

　
り

分

冊
で

刊
行

が

始
ま

り、
翌
十

九
年
四

月
に

第
九
分

冊
を

出
し
て

完

結
し

た。
五

月

に

は

分
冊
を

合
本
と

し、

　
上

下
二

冊
で

松

月
堂
か

ら

再
刊
し

た。
（
初

版
本
と
さ

れ
て

ゐ

る

の

は

こ

れ
で

あ
る。〕
つ

ま

り
両
作

品
は
三

箇
月

　
ほ

ど
の

ず
れ

を

以
て、
か

な
り
忠

實
に

平
行
出

版
さ
れ

て
行
つ

た
わ

け
で

あ
る。
理
論

的
指

導
書
と

そ
の

實
践
た

　
る

創

作
の

發
表

が、
か

う
し
た

形

で
雁

行
し

た
の

は
や

は
り

珍
し
い

ケ

ー
ス

で

は

な
い

か

と

思
は

れ

る
が、
こ
れ

　
も
如

何
に

も

啓
蒙
と

開
化
の

時
代

に
ふ

さ

は

し
い

現

象
と
い

ふ

べ

き

だ
ら

う。

〔
10）
　「
朝

妝
鬪」
は
明
治
二

十
六

年．

黒
田
が

十

年
の

滞

歐
生
活

を
了
へ

て
歸

朝
の

年、
パ

リ
の

ソ

シ
エ

テ・
ナ
シ

　
ョ

ナ
ル
・
デ
・
ボ
ー

ザ
ー

ル

の

サ

ロ

ン

に

出
品
し

た

も
の

だ
が、
歸

國

後、
咀

治
二

十

七
年
の

明
治

美
術

會
秋

季

　
展、
二

十
八

年
の

第
四
同

内
國

勸
業
博

覧
曾
展
に

出
品

さ
れ
て

大
い

に

論
議
を

呼
ん
だ

も
の

で

あ
つ

た。

（
11｝
　
讀
賣

新
聞
寄

書
欄、

明
治
二

卜
二

年一
月

十．
｝
口

「
裸
で

行
け

や
」

鴎
外

漁
史。
】
月

十
六

目

「
見
立

て
ち

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ニのと
げ

　
が

ひ」
艮

崖
醫
生。
一
月

十
八
凵

「
此

刺
の

中
へ

は」
艮
崖。
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森
鶏

外
「
日

本
文

學
の

新

趨
勢」
に

つ

い

て

小

堀

桂一
郎


