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近
代
日
本
文
學
に

表
れ
た
家
庭
像

序

　
　
　
　
　
　

和
田
正

美

　
文
學
者
に

と

つ

て

家
庭
と

は

何
か

と

い

ふ

問
ひ

掛

け
か

ら
始
め

る

こ

と

に

し

た

い
。

　
家
庭
は

い

ふ

ま

で

も
な
く
一

つ

の

秩
序
で

あ
る

が、

そ

の

背
後
に

は、

そ

れ
を

支
へ

る

も
の

と

し

て、

同
時
代
の

瓧
會
の、

或
は

世

俗
の

秩
序
が

あ
る
。

瓧

會
と

世
俗
は

言
葉
の

響
き
か

ら

し
て

も
嚴
密
に

言
へ

ば

別
物
で

あ
る
が、

文
學
者
の

意

識
の

中
で

こ

の

二

つ

が

と

か

く
同
一

硯
さ

れ

が

ち

な

こ

と

は

爭
は

れ

な
い

事
實
で

あ
ら

う。

そ

し

て

文

學
と

瓧
會
或
は

世
俗
の

關
係
は

ど
ん

な

場
合
に

も
微
妙
な

そ

れ
で

あ

る
。

　

少
な
く
と

も
現
代
の

文
學
者
は

自
ら
を
祉
會
の
一

員
と

し

て、

更
に

世
俗
の
一

部
と

し

て

認
識
す
る

地

點
か

ら

仕
事
に

取
り
か

か

る
筈
で

あ
る

が、

一

方、

彼
の

中
に

は、

良
き

に

つ

け

悪
し

き

に

つ

け、

瓧
會
と

世
俗
に

敵
對
し

た
が

る

抜
き
難

近

代
日

本

文
學
に

表
れ
た

家
庭

陳

和
田
正

美

＊

言

語
文
化

学
科

日

欧

近

代
文
学

い

性
向
が

あ
る

と

も
言
は

な
け
れ

ば

な

ら
な

い
。

「

良
き
に

つ

け

惡
し

き
に

つ

け
」

と

書
い

た
の

は、

こ

の

こ

と

に

文
學
の

本

質
的
な
機
能
が

存
し
て

ゐ

る
と

考
へ

ら

れ
る
一

方
、

文
學
者
の

心

す
べ

き
陷
穽
が

潜
ん

で

ゐ

る

や

う
に

も
思

は

れ
る
か

ら

で

あ
る。

文

學
者
が

自
ら

の

内
な
る

高
次
の

秩
序
感
覺
に

照

し

て、

現

存
の

秩
序

に

虚
僞
を
感
じ、

そ

れ
に

背
を
向
け
た
場
合、

私
た

ち

は

文
學
と
い

ふ

も
の

を
承

認
す
る

限
り、

そ
れ

に

異
を
唱
へ

る

根
據
を
持
た

な

い
。

し

か

し

そ
の

あ

た

り
の

こ

と

を

曖
昧
に

し
て、

單
な
る

氣
取
り、

ポ
ー

ズ

と

し
て

の

反

肚
會
や

反

俗

に

文

學
者
が

赴
く
や

う
な

場
合
に

は、

そ
れ
を
批
判

し
て

然
る
べ

き
で

あ
ら

う。

　
近
代
日

本
文
學
の

中
に

少
な
か

ら
ず
認
め

ら

れ
る

反
肚
會
的
傾
向、

或
は

反

俗

的
傾
向
が
一

ま
と

め

に

さ
れ
て

秤
に

掛
け
ら
れ

た

ら、

重
心

は

そ
の

い

つ

れ

に

傾

く
で

あ
ら

う
か

。

　
話
を
本
筋
に

戻
す
と、

文
學
者
は

瓧
會
と
世
俗
に
つ

な

が

つ

て、

文
學
の

糧
を

そ

こ

に

仰
ぎ
な
が

ら

も、

尚、

そ
れ

を
容
易
に

同
化
す
べ

か

ら

ざ

る

異
物
と

見
做

し

た

が

る

が、

彼
等
も
そ

の

多
く
は

結
婚
し

て

家
庭
を
持
つ
。

文

學
者
は
か

う
し

て

家
庭
の

秩
序
に

組
込
ま

れ

る

が、

最
初
に

指
摘
し

た

通
り、

そ

の

向
う
側
に

は

肚
會
の
、

或
は

世
俗
の

秩
序
が

そ

そ
り

立

つ

て

ゐ

る

の

だ。

　
文

學
者
が

想
念
の

領
域
で、

い

や、

事
と

次
第
に

よ
つ

て

は

行
動
の

領
域

で、

肚
會
に

對
し

て、

或
は

世
俗
に

對

し

て

ど

ん

な
態
度
を
執
ら

う
と、

両
者
の

中
間

に

位
す
る

家
庭
の

現
實
は

日

が

な
一

日、

彼
を
追
ひ

掛
け

ま

は

し
て

止

ま
な
い
。

ど
れ
ほ

ど

反
瓧
會
的、

反
俗
的
な

傾
向
を
持
つ

文
學
者
の

作
品

に

も、

彼
の

直
面

し

た

家
庭
の

姿
が

影
を

落
し
て

ゐ

よ
う
と

考
へ

ら

れ
る

所
以
で

あ
る

。

　
こ

こ

ま

で

は
文
學
者
の

意
識
を
め

ぐ
つ

て

書
い

た
の

で、

肚
會
と

い

ふ

言
葉
に

そ
れ

の

同
意
語
と

は

言
へ

な
い

世
俗
と

い

ふ

言
葉
を
重
ね

合
せ

な

け

れ
ば
な

ら

な

か

つ

た
が、

今
度
は

見
方
を
大
き
く
變
へ

て、

「

肚
會
」

か

ら、

「

世
俗
」

の

有
す31
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明
臣翫亠
八

嵩
予

醗

究
紀．
嬰
　【
日

本

文
化撚
子

部
・

営口
税…
文

化
ハ
予

科】
　屮
弟

四H口
7
　一
亠
ル

九（ハ
年−

る

否
定
的
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

を
取
り
去
つ

て

書
く
こ

と

に

す
る。

次
に

記

す
の

は

文

學
を
越
え

た

事
柄
で

あ
り、

多
分

誰
で

も

賛
成
し
て

く
れ

る

で

あ
ら

う
が、

古
今

東
西、

如

何
な
る

杜

會
も
そ
の

最
小

構
成
單
位
は
家

庭
で

あ
り、

従
つ

て

魅
會
の

活
力
と

そ
の

中
の

諸
々

の

家
庭

の

活
力
は

互

に

原
因

結
果
の

關
係
に

あ
る

。

家
庭

は

そ
れ
が

所
属
す
る

瓧
會
か

ら

大
き

く
影
響
さ
れ

ず
に

は

お

か

な
い

し、

そ

の

逆

も
ま
た

眞
で

あ
る

と

言
へ

よ

う。

　

國
家
は

祉
會
が

執
る

形

態
の
一

つ

で

あ
る

が、

そ
の

國
家
に

つ

い

て

考
へ

る

際

に

も
私
達
は

か

う
い

ふ

こ

と
に

留

意
し

た

方
が

い

い

や

う
に

思

ふ
。

國

家
の

よ

し

あ
し

は

た

と
へ

ば

そ

の

對

外
政
策
が

帝
國
主
義
的
で

あ

る

か

平
和
主

義
的
で

あ
る

か

と

い

ふ

こ

と

に

よ
つ

て

決
め

ら
れ
は

し

な
い

。

帝
國

主
義
國
家
と
い

へ

ど

も
そ

の

基
底

を
な

す
家
庭
が

き
ち
ん

と

し
て

ゐ

れ
ば

健
全

で

あ
る
し、

平
和
主
義
の

國

家
も
家
庭
が

歪

ん

で

ゐ

れ
ば

不
健
全
で

あ
る

。

　

他
の

あ

ら

ゆ

る

職
業
の

人
々

と

同
じ

く
文
學
者
も
鮭
會
の

中
で

棲
息
し
て

ゐ

る
。

そ

の

意
味
で

文
學
者
は

瓧
會
的
な
存
在
で

あ
る

。

繰
返
し
述
べ

る

と

こ

の

場

合
の

「

耐

會
」

に

世
俗
と

い

ふ

概
念
を
滑
り

込
ま
せ

る

必

要
は

な

い
。

そ
し

て

當

然

の

こ

と

な
が

ら

家
庭
は

個
人
的
な
も
の

で

も
あ
れ
ば、

肚

會
と

い

ふ

名
の

全
體

に

通
じ

て

も
ゐ

る

の

で

あ
る。

　
た

し

か

に

家
庭
の

現
實
は

卑
俗
で

あ

り、

平
板
で

あ

り、

文

學
者
の

織
り
な
す

夢
の

激
し
さ、

純

粹
さ

の

前
に

は
一

見
價
値
も
力
も
な
い

も
の

の

如
く
で

あ
る

が、

そ

れ
な

ら

文
學
者
は

そ

の

夢
だ

け

を
守
つ

て、

脚
下

の

卑
俗
で

平
板
な
現

實

を
平
然
と
見

下
し
て

ゐ

ら
れ

る

だ
ら

う

か
。

家
庭
を
持
た

な
い

文
學
者
に

お

い

て

す
ら、

彼
の

仕

事
が

行
は

れ

る

場
所
は

象
牙
の

塔
で

は

あ
り
得
な

い
。

家
庭
が

明

る
い

の

か

暗
い

の

か、

落
着
い

て

ゐ

る
の

か

ゐ

な
い

の

か

と
い

つ

た

や
う
な

こ

と

は

文

學
者
の

意
識
に

隠
微
な
形
で

働
き
掛
け

て、

時
に

は

彼

の

死

命
を
制
す
る
こ

と

さ
へ

あ
る

と

考
へ

る

の

が

至
當
で

あ
ら

う
と

思

は

れ

る
。

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

32

　
か

う
書
い

た

か

ら

と

い

つ

て

作
品

に

作
者
の

生

活
が

そ

の

ま

ま

反

映
す
る

と

い

ふ

意
味
で

な

い

こ

と

は

わ
ざ

わ

ざ
こ

と

わ

る

ま
で

も
な
い

だ

ら

う。

　

近

代
日

本
文
學
史
を
一

暼
す
る
と、

そ

こ

に

は

家
庭

の

在

り

方
を
正
面
か

ら

問

は

う
と

し

た

作
品

が

き
は

め

て

少
な
い

こ

と
に

氣
付
か

さ
れ

る
。

「

き
は

め

て

少

な
い

」

と

い

ふ

の

は

或
る

覗
點
よ

り
の

評
言
で

あ
り、

覗
點
を
ず
ら

せ

ば、

さ
う

い

ふ

作
品

は

皆
無
で

あ

る

と

言
へ

る

か

も
知
れ

な

い
。

こ

の

こ

と

を
以

て

私

達
の

文
學
の

弱
點
の

一

つ

と

す
る

見
解
に

私
は

敢
へ

て

反
對
し

な
い

が、

そ

れ

を
言
ふ

の

な

ら

（
再
び

そ

の

異

同
が

紛
ら
は

し

い

二

語

を
使
は

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

が）

吐

會
の、

或

は

世

俗
の

僞
善
を
挟
り

出
し

て

止

ま
な

い

作
品

に

し

て

も
事
情
は

同

じ

で

あ
る。

私

は

こ

の

文
の

中
で、

「

近
代
日

本
文
學
の

中
に

少

な
か

ら
ず
認

め

ら

れ
る

反
就
會
的
傾
向、

或
は

反

俗
的
傾
向
」

と

書
い

た

が、

そ

れ

は

さ
う
い

ふ

「

傾
向
」

の

存
在
を
指

摘
し
た

ま
で

で

あ
り、

そ

れ

が

何
等
か

の

作
品
に

申

し
分

な
く

結

實
し
た

と

考
へ

て

ゐ

る

わ
け
で

は

な
い
。

實
際、

世
人
を
震
憾
さ

せ

る

反

俗、

反

耐

會
の

名
作
は

未
だ

現
れ
て

ゐ

な
い

と

い

ふ

べ

き
だ

ら
う

。

明

治
以

來
の

文
學
は

作
品
の

夥
し

い

量
と

そ
こ

で

費
さ

れ
た

情
熱
の

強
さ
に

も
か

か

は

ら

ず、

何
か

中
途

半
端
で

あ
り、

不

徹
底

で

あ
る。

ど

う
し

て

か

う
な

つ

た

の

で

あ
ら

う

か
。

　
事
柄
を
文
學
者
の

才
能
の

乏
し

さ
と

志
の

低
さ

に

歸
せ

し

め

る

こ

と

は

私
に

は

到
底

出
來
な
い

。

才
能
は

發
揮
さ
れ、

志
は

生
か

さ
れ

る

地

盤
を

必

要
と

す

る
。

就
曾
の

側
に

そ

の

地

盤
が

不
足

し
て

ゐ

た

の

だ

と

決
め
つ

け

る
の

は、

さ

も

文
學

者
の

責
任
を

不

問
に

付

す
る

か

の

如

く
で

あ

る

が、

さ

う
い

ふ

こ

と

で

は

な
く、

文
學
者
の

側
に

責
任
が

な
か

つ

た

わ

け
で

は

な

か

ら

う
と

思
做
し

た

上
で、

百

數

十
年
の

日

本
瓧

會
の

特
殊
な

性
格
に

注

意
す
る

こ

と

に

し

よ
う

。

　
こ

の

耐

會
は

定
着
す
る

こ

と

を
知
ら

ず、

臼

ら

そ

の

中
の

様
々

の

営
み

を
も
定
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着
さ
せ

ま
い

と

し

て

ゐ

る

か

の

や

う
に

見
え
る。

戰
前
の

日

本
は

幾
つ

か

の

點
で

戰

後
の

日

本
よ

り

格
段
す
ぐ
れ

て

ゐ

た

が、

こ

の

點
に

關
す
る
限

り
、

戰
前
も
戰

後
も
似
た
や

う
な
も
の

で

あ
る

。

そ
こ

に

は

堅
牢
な
形
と

い

ふ

も
の

が

な
い

。

文

學
の

不
充
分
な
性
格
は

肚

會
の

さ

う
い

ふ

不
充
分

な
性
格
に

相
應
し、

そ

れ
に

隨

伴
し
た

の

で

は

な

か

つ

た

だ

ら

う
か

。

　
し
か

し

な

い

も
の

ね
だ

り
は

こ

の

位
に

し
て、

文
學
の

現
實
に

眼
を
落
す
と、

そ

の

あ
ち
こ

ち

に、

私
達
の

見

聞
き
し

た

り
、

經
驗
し

た

り
す
る

家
庭
の

姿
が

見

出
だ
さ
れ

る
。

個
々

の

作
品
に

即
し
て

そ

れ
を

檢
證
し

て

見
た
い

の

で

あ

る

が、

作
品
を、

そ

れ
に

固
有
の

性
格
を
無
硯
し

て、

「

文

學
に

表
れ

た

家
庭
像
」

と

い

ふ

テ

：
マ

に

仕
へ

さ

せ

よ
う
と

も
く
ろ

ん

で

ゐ

る

の

で

は

な
い
。

私
達
の

家
庭
の

變
遷
が

文
學
作
品
を
通
し

て

過
不
足
な

く
辿
れ

る

と
思
ひ

込
ん

で

ゐ

る

の

で

も
な

い
。

私
の

試
み

は

家
庭
像
に

焦
點
を
合
せ

て、

或
は
そ

れ

に

こ

と
寄
せ

て

近
代
日

本
文
學
を

讃
み

直
す
こ

と

で

あ
り、

以

下、

一

箇
の

限
定
的
な
文
學
論
の

つ

も
り

で

書
く
こ

と

に

す
る
。

田

山
花
袋

「

蒲
團
』

1

　
最
初
に

取

上

げ
る

作
品

は

田
山

花
袋
の

『

蒲
團
』

で

あ

る

が、

讀
者
は

そ
の

こ

と

に

奇
異
の

念
を
懐
く
か

も
知
れ
な
い
。

『

蒲
團
』

は

家
庭
小
説
で

は

な
い
。

（

家

庭
小
説
と

い

ふ

言
葉
は

輕
く
て、

無
節
操
な
感
じ

で
い

や

で

あ
る

が、

一

先
づ

こ

れ

を、

「

家
庭
を

題
材
に

し
て、

そ

の

あ
り

方
を
描
か

う
と

し
た

小
説
」

と

い

ふ

位
の

意
味
で

使
つ

て

お

く
。

）

明

治
四
十
年
發
表
の

『

蒲
團
』

は、

周
知
の

通
り、

生

活
に

倦
み

疲
れ

た

中
年
作
家
が

若
く
て

美
し

い

女
弟
子
に

戀
を
し
な
が

ら、

彼

近

代
日

本
文

學
に

表
れ

た
家

庭
像

和
田

正
美

女
に

戀
人

が

出
來
た

こ

と

な
ど

も
あ
つ

て

そ

の

戀
を
叶
へ

ら

れ

ず、

彼

女
が

父
親

に

連
れ
ら

れ

て

郷
里

に

歸
つ

た

後、

そ

れ
ま

で

彼
女

の

寢
て

ゐ

た

蒲
團
に

顔
を
埋

め

て

泣
く
と

い

ふ

自
己
曝
露
の

作
品
で

あ
り、

こ

れ

を
戀
愛
小
説
と

見
做
す
こ

と

も
た

め

ら

は

れ
る

が、

未
だ

し

も
こ

の

方
が

家
庭
小
説
と
い

ふ

稱
呼
よ
り

は

眞
實

を
衝
い

て

ゐ

る

と

言
へ

よ
う

。

　
し

か

し

注

目

に

値
す
る
の

は、

『

蒲
團
』

の

主
人
公
・
竹
中
時
雄
の

戀
を

成

立
た

せ

る

場
が

彼
の

家
庭
に

他
な
ら
な
い

こ

と

で

あ

る
。

ヒ

ロ

イ
ン

の

横
山

芳
子
は

最

初、

時
雄
の

家
に

下
宿
し、

作
の

途
中
で

彼
の

義
姉
の

家
に

預
け
ら

れ

る

が、

も

と

よ

り

義
姉
の

家
は

赤
の

他
人
の

家
で

は

な
い

し、

し

か

も

彼

女
は

そ

の

後、

時

雄
の

意
志
で

彼
の

家
に

戻
る

。

か

う
見
て

來
る
と

時
雄
の

戀

は

常
に

彼
の

妻
の

眼

が

届
く
と

こ

ろ

を
動
い

て

ゐ

る

こ

と

に

な
り、

從
つ

て

そ
れ

は

彼

と

妻
の

關

係
を

抜
き
に

し
て

は

語
れ
な
い

の

で

あ
る

。

　

話
は

變
る
が

世
に

『

蒲
團
』

ほ

ど

憐
れ
な

小
説
は

な

い

や

う
な

氣
が

す
る

。

こ

れ
は

ど

ん

な
文
學
史
も
そ

の

た

め

に

頁
を
割
く
ほ

ど

有
名
で

あ
る

と
い

ふ

の

に、

發
表
當
時
は
と

も
か

く、

後
世

の

評
家
は

ほ

と

ん

ど

誰
一

人
と

し

て

よ
く
言
は

な

い

作
品
で

あ
る

。

現

代
で

は

『

蒲
團
』

は

そ
の

文
學
史
的
功
罪
だ

け

を
問
題
に

さ

れ、

作
品

そ
れ
自
鱧
と

し

て

は、

評
家
の

中
に

専
ら
否
定
的
熱
情
を

掻
き

立
て

て

ゐ

る

や

う
に

見
え
る。

妻
子

の

あ

る

中
年
男
が

若

い

女
に

戀
を
し
て

い

け

な
い

筈

は

な
い

し、

そ
の

戀
が

う
ま
く
行
か

な
か

つ

た

經
緯
を
小

説

に

書
い

て

悪
い

筈
も

あ
る

ま
い

と
思
は

れ

る
の

に、

ど

う
し

て

『
蒲
團
』

は

こ

れ

ほ

ど

不

評
な
の

で

あ

ら

う
か

。

　

そ

の

理

由
を
私
な

り
に

忖
度
す
る

と、

そ

れ

は

こ

の

小
説
の

主
人
公
の

態
度
が

戀
に

し
ろ、

精
紳
的
煩
悶
に

し
ろ、

俗
世
間
と

の

對
決
に

し

ろ、

西

洋
文
學
の

素

養
に

し

ろ、

紛
ひ

物
と

言
ひ

た

く
な

る

ほ

ど

い

か

が

は

し

い

こ

と

で

あ
る

と
思

ふ
。

贔
屓
目
に

見
た

と

こ

ろ

で、

そ

れ

ら
は

ど

れ
も、

せ

い

ぜ
い

二

流、

三

流
の33
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明

星

大

学
研
究

紀
要
冖
目

零
文
化

学
部
・
言

語
文

化「
学
科旧
第
四

号

　．
九
丸

六

年

代
物
で

し

か

な
い

。

そ
し

て

主
人
公
は

（
少

な
く
と

も
作
者
の

意
識
の

中
で

は）

作
者
に

等
身
大
的
に

密
着
す
る

人
物
で

あ

る

の

だ

か

ら、

結
局、

い

か

が

は

し
い

態
度
の

持
主
は
花
袋
そ
の

人
で

あ

る

こ

と

に

な
つ

て

し

ま
ふ

。

　

も

つ

と

も

花
袋
の

態
度
と

い

ふ

こ

と

で

は、

前
代
未
聞
の

小
説
を

書
い

て

文
壇

的
に

成
功
し

た
い

と

考
へ

た、

そ

の

意
氣
込
み

だ

け

は

本
物
で

あ
ら

う。

後
年
の

花
袋

は
『

蒲
團』

執
筆
當
時
の

こ

と

を
顧
み

て、

日

露
戰
爭
後
の

活

氣
を
帯
び

た

社
會
に

お

け

る
活
氣
を

帯
び

た

文
壇
で

僚
友
の

島
崎
藤
村
と

國
木
田

獨
歩
が

そ
れ

ぞ

れ

新
時
代
の

機
運
に

應
へ

得
る

仕
事
を
す
る

の

を
目
の

あ

た

り

に

し

た
時、

私
は
一

人

取
残
さ

れ

た

や

う
な

氣
が

し

た
。

戰
爭
に

は

行
つ

て

來
た
が、

作

と

し

て

ま
だ
何
も
し

て

ゐ

な
い

。

（
中
略
V

か

う
思
つ

て

絶
え

ず
路

を
歩
い

て

ゐ

て

も、

何
も
書
け

な
い

。

私
は

半
ば

失
望
し、

半
ば

焦
燥
し

た
。

　
と

感
じ

た

こ

と

を
記
し、

で、

そ

こ

へ

「

新
小
説
」

か

ら

執

筆
依

頼
が

あ
つ

た

の

34

認
知

さ
せ

る

た

め

に

は

撚

俗
的
な

手
續
き
を

必

要
と

す
る

か

ら
で

あ

る
．

　
し

か

し

い

ふ

ま
で

も
な
い

こ

と

な
が

ら

そ

の

野

心

の

結
果
と

し

て

生

れ

た

作
品

の

價
値
如
何
は

問
題
の

性

質
を
異
に

す
る

。

　
評

家
は

そ

れ

ぞ

れ

の

氣
質
と

文

學
觀
に

從
つ

て

『

蒲
團

』

の

弱
點
を

さ

ま

ざ

ま

に

あ
げ
つ

ら

つ

て

ゐ

る

が、

私

見
に

よ

れ
ば、

こ

の

作
品

で

致

命
的
な
の

は、

主

人
公

が、

或
は

作
者
が

主
入
公

に

お

い

て

再
現

を

も
く
ろ

ん

だ

彼
自
身
が、

讀
者

の

共
感
を

誘
ひ

も
し

な
け
れ

ば

反
撥
を
招
き
も
し

な
い

こ

と

で

あ

る。

少

な
く
と

も
私
に

と

つ

て

竹
中
時
雄
は

魅
力
の

な
い

男
で

し

か

な
い
。

　
し

か

し

こ

の

魅
力
の

な

い

男
を
主
入
公
に

し
た

魅
力
の

な
い

小
説
は

評
家
が

あ

ま

り

注

意
し

た

が

ら
な
い

と

こ

ろ

で、

そ

し

て

作
者
が

夢
に

も
思
は

な
か

つ

た

だ

ら

う
と

こ

ろ
で、

或
る

逆

説
的
な
魅
力
を
以

て

私
に

迫
つ

て

來
る。

こ

の

小

論
の

眼
目
は

そ

れ

を
指
摘
す
る

こ

と

に

あ
る

。

　
が、

そ

の

前
に、

『

蒲
團
』

と

い

ふ

作
品

の

全

體
か

ら

受
け
る

印

象
に

も
う
少

し

言
葉
を

費
す
こ

と

を
許
し

て

頂
き
た
い
。

N 工工
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2

私
は

今
度
こ

そ

全
力
を
擧
げ
な
け
れ

ば

な
ら

な
い

と

思

つ

た
。

秕
〔

引
用

者

註。

當
時
花
袋
が

勤
め

て

ゐ

た
博
文
館
の

こ

と
〕

へ

往
復
の

途
中、

新
た

に

開
け

た

郊
外
の

泥
濘
深
い

路

を、

長

靴
か

何
か

で、

い

か

に

深
く
製
作
の

こ

と

に

就
い

て

頭
を
惱
し
た

で

あ
ら

う
。

あ

れ

で

も
な

い
、

こ

れ

で

も
な
い

。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
ロ
ヱロ

か

う
い

ふ

風

に

考
へ

て

は

打
消
し、

打
消

し

て

は

考
へ

た
。

　
『

蒲
團
』

の

戀
は

こ

れ
が

戀
と…
言
口

へ

る

の

だ
ら

う
か

と

思

は

ず
に

は

ゐ

ら

れ

な

い

ほ

ど

消
極
的
な

そ
れ

で

あ
る

。

　
作
者
は

主
入
公

が

こ

の

「

戀
」

に

め

ぐ

ワ

合
ふ

ま
で

の

状
況
を
次
の

や

う

に

書

い

て

ゐ

る。

Meisei 　university

　
こ

こ

に

見
ら

れ
る
野
心、

す
な

は
ち

時
流
に

お

く
れ

ま
い

と

す
る
野
心

を
世
俗

的

と

し

て

し

り

ぞ
け
る

こ

と

は

正

し

く
な
い

で

あ
ら
う

。

た

し

か

に

そ

れ
は

世

俗

的
な
の

で

あ

る

が、

高
尚
な
精
紳
や

深

遠
な
思

想
と

い

へ

ど

も、

そ
れ

を
世

間
に

今
よ
り
三

年
前、

三
入

目

の

子

が

細
君

の

腹

に

出
來
て、

新
婚
の

快
樂
な
ど

は

と

う
に

覺
め

盡
し

た

頃
で

あ

つ

た
。

世

の

中
の

忙
し
い

事
業
も
意
味
が

な

　
　
ラ

イ

フ

ワ

　

ク

く、
　「

生
作
に

力
を
蠱

す
勇
氣
も
な
く、

日

常
の

生

活
ー

ー
朝
起
き

て、

出
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勤
し

て、

午
後
四
時
に

歸
つ

て

來
て、

同
じ

や

う
に

細
君
の

顔
を
見
て、

飯

を
食
つ

て

眠

る
と
い

ふ

單
調
な

る

生
活
に

つ

く

ぐ
倦
き
果
て

て

了
つ

た。

（
中
略
V

道

を
歩
い

て

常
に

見
る

若
い

美
し
い

女、

出
來
る

な

ら

ば
新
し
い

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　ハ
　　

戀
を
爲
た

い

と
痛
切

に

思

つ

た
。

　

そ
こ

へ

竹
中
時
雄
こ

と

田
山

花
袋
の

高
風
を
慕
ふ

文

學
少
女
が

岡
山
縣
か

ら

上

京
し
て

來
て、

彼
の

家
庭
の
一

員
に

な

り、

「

時
雄
の

孤
獨
な
る

生

活
は

こ

れ

に

よ
つ

て

破
ら
れ

た
唖
の

で

あ
る
が、

こ

れ
で

わ

か

る
や

う
に

時
雄
は

そ

の

戀
の

相

手
か

ら

何
か

を
貰
は

う
と

し

て

ゐ

る

だ

け
で

あ
り、

戀
に

お
い

て

他
に

何
か

を
及

ぼ

さ
う
と

し

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

。

彼
の

「

單
調
な
る

生

活
」

「

孤
獨
な
る

生
活
」

は

破
ら

れ

た

や
う
に

見
え
て

も、

實
は

破
ら

れ
て

ゐ

な
い

の

だ
。

　

そ

れ
ば

か

り
で

は
な

い
。

右
の
一

節
は

彼
の

戀
の

相
手
が

「

若
い

美
し

い

女
」

で

あ
り

さ
へ

す
れ

ば
誰
で

も
よ

い

こ

と

を

感
じ
さ

せ

な
い

で

あ
ら
う
か

。

時
雄
が

芳
子
に

ど

れ

ほ

ど

熱
中
し

て

も、

そ

こ

に

は、

彼
女
で

な
け
れ
ば
彼
の

中
の

空
洞

を
埋

め

ら
れ

な
い

と
い

つ

た

趣
き

が

な
い
。

ど
う
見
て

も
こ

の

戀
に

は

相
手
を
選

ば
な
い
、

ア

ノ
ニ

マ

ス

な

と

こ

ろ

が

あ
る。

　

中
村
光
夫
は

『

蒲
團
』

を

評
し

て、

「

こ

の

小
説
を
讃
む

者
の

誰
し

も
す
ぐ
氣

付
く
の

は、

主
入
公

の

愛
慕
の

身
振
り

が

年
甲
斐
も
な

く

大
袈
裟
な
の

に

比
し

て、

そ
の

情
熱
の

内
容
が

案
外
稀
薄
な
こ

と
で

あ

る
」 、

「

敢
て

判
つ

き
り

と

云
ひ

切
れ
ば、
『
蒲
團
』

の

主

人
公

は

戀
愛
し

て

ゐ
る
の

で

は

な

く、

む

し
ろ

或
る

借

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　　
るワ

り

物
の

戀
愛
の

觀

念
に

陶
醉
し

て

ゐ

る
だ

け

で

あ
る

」

と

述
べ

た
。

　

時
雄
に

し

ろ、

彼

の

生
み

の

親
で

あ
る
花
袋
に

し

ろ、

あ
り

も
し
な
い

戀
心

を

強
ひ

て

あ
る

か

の

や

う
に

思

做
し

た

わ
け
で

は

な
か

つ

た
だ

ら

う
か

ら、

こ

の

評

言
は
一

見
酷
で

あ
る

が、

し

か

し

「

戀
愛
の

觀

念
」

が

肝
腎
の

戀
愛
を
壓
し

て

ゐ

る
こ

と

は

殘
念
な
が

ら
認
め

ざ
る

を
得
な
い

。

近

代
日
本

文
學
に

表
れ
た

家
庭

像

和
田
正

芙

　
『

蒲
團
』

發
表
の

當
時
に

も
中
村
星
湖
は

作
中
の、

「

芳
子
は

か

れ
の

爲
め

に

平

凡

な
る

生
活
の

花
で

も
あ

り

ま

た

糧
で

も
あ
つ

た
。

（
引
用
者、

中
略
）

で

あ
る

の

に、

再
び

寂
寞
荒
涼
た

る
以
前
の

平
凡

な
る

生

活
に

か

へ

ら

ね
ば

な
ら

ぬ

と

は
」

云
々

と

い

ふ

箇
所
を
問
題
に

し
て、

「

こ

れ

で

は、

理

想
や

趣

味

の

同
じ

い

婦
人
を
戀
し

た

の

で

は

な
く
て、

た

だ

の

愛
ら

し
い
、

い

や

ハ

イ

カ

ラ

の

『

少

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
うソ

女
』

を
戀
し

た

に

過
ぎ

ぬ、

眼
の

戀、

肉
の

戀
に

過

ぎ
ぬ
」

と

い

ふ

鋭
い

批
評

を

下
し

て

ゐ

る
。

「

眼
の

戀、

肉
の

戀
に

過

ぎ

ぬ
」

と

い

ふ

の

は

心

の

戀
で

は

な
い

と
い

ふ

意
味
だ

ら
う

。

　

二

人
の

中
村
は

『

蒲
團
』

の

戀
の

案
外
な
表
面
性、

抽
象
性
を
指
摘
し
た

こ

と

に

な
る

。

私
は
こ

れ

に

受
動
的
と
も
云

ひ

た

い

ほ

ど

の

消
極
性
を
付
加
へ

て

お

か

う
と

思
ふ

。

　
中
年
の

戀
は

見
方
に

よ
れ

ば
文
學
の

材
料
と

し

て

青
年
の

戀
よ

り
も
つ

と

有
力

で

あ
り、

適
切

な
や
り

方
で

描
か

れ

れ
ば、

そ
の

美
し

さ

と

醜
さ

に

よ

つ

て、

ま

た

青
年
に

は

お

ほ

む

ね

免
除
さ
れ
て

ゐ

る
内
外
の

鬪
ひ

の

苦

し

さ

に

よ
つ

て、

青

年

讀
者
に

す
ら

多
く
を
與
へ

る

こ

と

が

出
來
る

で

あ
ら

う
に、

『

蒲
團
』

は

そ
の

點
で

は

明

ら
か

に

失
敗
し

て

ゐ

る。

そ

れ
は

主
人
公
が

見
か

け

に

反
し
て

中
年
の

戀
を、

も
し
く
は

年
齢
に

制
約
さ

れ
な

い

戀
そ

の

も
の

を
決
し

て

主
體
的

に

は

生

き
て

ゐ

な
い

か

ら

で

あ
る。

何
よ

り

も
よ

く
な

い

の

は
彼

が

そ
の

戀
の

實
現

を
心

底
で

は

信
じ

て

ゐ

な
い

こ

と
で

あ
る。

そ

れ
な

ら

き
つ

ば
り

「

忍
ぶ

戀
」

で

通
す

の

か

と
い

へ

ば
、

そ

の

覺
悟
も
な
い

。

戀
の

實
現
を
信
じ

な
け
れ

ば、

そ
れ

を
阻

ま

う
と

す
る

外
的
な

力
が

そ
の

重
量
を
以

て

姿
を

現
す
こ

と

も
な
い

だ

ら

う。

「

機
會
に

遭
遇
し

さ
へ

す
れ
ば、

其
の

底
の

底

の

暴
風

は

忽
ち

勢
を

得
て、

妻
子

も
世
間
も
道
徳
も
師
弟
の

關
係
も
一

擧
に

し

て

破
れ

て

了

ふ

で

あ
ら

う
と

思

は

れ

　ハ
おワ

た
」

と

時
雄
は

言

ふ

が、

そ
れ

は

彼
の

妄
想
に

基
く
願
望
で

あ
り、

實
際
に

は、
35
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明

屡

大

学
研
究

紀
要

【
巨
本

文
化

学
部

二
自
語
文
化

学
科
M

第
悶
号

一
九

九
六

年

「

妻
子

も
世
聞
も
道
徳
も
師
弟
の

關
係
も

」

彼
の

自
家
中
毒
の

煩
悶
と
そ

れ
に

由

來
す
る

狂

態
を
苦
笑
ひ

し

な
が

ら

晃

守
つ

て

ゐ

る

だ

け

な
の

で

あ
る。

　

右
の

引
用
文
の

中
の

「

其
の

底
の

底
の

暴
風
」

は

時
雄
と

芳
子

が

相
思
相
愛
の

一

歩
手
前
の

状
態
に

あ
る

こ

と

を
前
提
に

し

た

表
現

で

あ
る

が、

こ

れ

も
彼
の

錯

覺
で

あ
り、

彼
女
は

い

つ

い

か

な
る

時
に

も

彼

に

戀
し
て

も
ゐ

な
け
れ
ば、

彼

に

戀
さ

れ
て

ゐ

る
こ

と

に

気
付
い

て

も
ゐ

な
い

。

そ
れ
だ
か

ら

こ

そ
芳
子
は

戀
入
が

出
來
た

時、

時
雄
に

そ
の

戀
の

保
護
者
た

る

こ

と

を
依
頼
し

た
の

で

あ
る。

時

雄

は

そ

の

消
極
性、

受
動
性
の

赴
く
と

こ

ろ

と
し
て、

彼
の

戀
心
を
何
等
か

の

方
法

で

女
に

傳
へ

る

と

い

ふ、

戀
の

禮
儀

1
そ

れ
は

戀
し

て

ゐ

る

女
へ

の

禮
儀
で

あ

る

以
前
に
、

戀
を
し

て

ゐ

る

自
分
自
身
へ

の

禮
儀
で

あ
る

ー
に

す
ら

顧
慮
し

な

か

つ

た
。

　

芳
子

と

そ
の

戀
人
の

關
係
を

め

ぐ
る

主
人

公
の

態
度
に

つ

い

て

言
へ

ば、

彼
は

彼
等
の

「

戀
の

温

情
な
る

保
護
者
」

と

し

て

の

役
割
を

引
受
け

る

が、

作
中
の

或

る

箇
所
で、

そ

れ

は

「

芳
子
の

歡
心
を
得
る

爲
に

取

つ

た
」

措
置
な

の

だ

と

説

明

さ

れ

て

ゐ

る。
『

蒲
團』

の

讀
者
は

誰
し

も
こ

の

説
明

に

接
し
て

唖

然
と

す
る
で

あ

ら

う
が、

こ

れ

も
彼
の

戀
の

消
極
的、

受
動
的
な
性
格
の

一

證
左
で

あ
り、

彼

が

意
識
の

表
面
で

何
を
考
へ

よ
う
と、

こ

の

戀
は

そ
れ

に

よ
つ

て

生
活
を
破
ら
う

と

す
る

筋
合
の

も
の

で

は

な
く、

彼

の

生

活
に

色
彩
を

添
へ

る
も
の

で

し

か

な
い

と
い

ふ

べ

き

で

あ
る。

　
『
蒲
團
』

は

そ
の

主
人

公
が
一

箇
の

獨
就

し

た

精
沸
の

持
主

と
し

て

そ

の

中
を

動
い

て

ゐ

る

と
い

ふ

印
象
を
與
へ

な
い

作
品
で

あ
る

．

時
雄
の

姿
に

は

人
間
の

善

に

も
惡
に

も
道
を

通
じ
て

ゐ

る

と

い

つ

た

趣
が

な
い

。

讀
者
は

白
け、

時
に

は

笑

ひ

出
す

。

『

主

入
公

の

蹴
ち

場
に

對
し

て

十

分

に

讀
者
の

同
感

を
誘
ふ

ほ

ど
の

力

が

な
い

。

主
入
公
の

所
爲
が

是
で

あ
ら

う
と

非
で

あ
ら

う
と、

脊
無
を
い

は

せ

ず

36

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
ロ
アリ

同
感
さ

せ

て

し
ま

ふ

ほ

ど

の

力
が

足

ら
ぬ
L

と
い

ふ

片
上
天

弦
の

不
滿
は

私
の

不

滿
で

も
あ
る。

　
『

蒲
團
』

が

發
表
さ
れ

て

か

ら

今
日

に

至

る

ま

で

の

八

十

數
年
間

に

こ

の

作
昂

へ

の

批
判
は

ほ

と
ん

ど

畠
つ

く
し

た

觀
が

あ
る

か

ら、

私

が

そ
の

上
更
に

何
か

言

ふ

の

は

屋
上

屋

を
架
す
の

譏
り

を
免
れ

な
い

か

も
知
れ
な
い

が、

そ
れ
を

承
知

の

上

で

右

の

や

う
な
批

判
を
試
み

た
の

は、

こ

の

作
品
の

弱
點
が

そ

れ

以
後
の

文
學

の

或
る

好
ま

し

く

な
い

傾
向
を
代
表
し
て

ゐ

る

や
う
に

感
じ

た
か

ら

で

あ

る。

『

蒲
團
』

の

主

入
公

に

は

人
間
の

善
と

惡
に

道
を
通
じ

て

ゐ

る

と

こ

ろ

が

な
い

と

私
は

書
い

た

が、

私
達
の

文
學
を

全
般
的
に

見
る

と、

そ

こ

に

は

善
の

エ

ネ

ル

ギ

ー

も
悪
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

も
不

足
し

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

だ

ら

う
か
。

『

蒲
團
』

を

そ
の

始
租
に

す
る

と

よ

ズ
言
は

れ

る
私
小

説
系
統
の

作
品
に

お

い

て、

そ
の

傾
向

は

特
に

著
し
い

と

思
ふ

。

　

私
達
の

日

常
生
活
が

ど
れ

ほ

ど
平
凡

で

あ
ら

う
と

そ
の

中
に

は

善
と

惡
が

潜
在

し

て

ゐ

る

と

言
へ

よ

う。

さ

う

だ

と

す
れ
ば

そ

の

善
な
り

悪
な
り

を
顕
在
化
さ

せ

て、

そ

れ
を
小
説
の

登
場
人
物
に

所
有
さ

せ

る

こ

と

が

可

能
な
筈
で

あ

る
。

そ
ん

な
こ

と

を
す
る

と

小
説
の

中
の

入

物
は

現
實
の

人
間
か

ら

離
れ
て、

グ
ロ

テ
ス

ク

な

觀

念
の

塊
に

な
り

は

し

な
い

か

と
い

ふ

反
論
に

對
し

て

は

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ

イ

の

場
合
を
例
に

擧
げ

て

應
じ
る

こ

と
に

し

た
い

。

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ

イ
の

登
場
人

物
達
は

善
悪
の

極
限
を
生

き
て

ゐ

る
や

う
に

見
え
る

が、

彼
等
は

我

が

國

の

小
説

に

現
れ

が

ち
な、

毒
に

も
藥
に

も
な
ら
な
い

連
中
よ

り

遙
か

に

人

間
的
な
の

で

あ

る。　
善
は
…

先
づ

措
く
と

し

て、

『

蒲
團
』

に

惡
の

要
素
は

含
ま
れ

て

ゐ

る

だ

ら
う

か
。
、
壬

人
公
は

或
る

箇
所
で

自
ら
を
顧
み

て、
「

其
の

身
の

不

當
の

嫉
妬、

不

正

の

戀
情
」

（

傍
點、

引

用
者）

と

い

ふ、

作
品

の

構
成
に

ひ

び

を
入

ら

せ

る

や

う

な

言
ひ

方
を
し
て

ゐ

る

が、

儼
に

彼
の

嫉
妬
を

不

當
で

あ
り、

彼
の

戀
情
を

不
正
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で

あ
る

と

認
め

た

と

し

て

も、

そ
れ
ら

の

惡
は

彼

の

頭
の

中
で

弄
ば
れ

て

ゐ

る

に

過
ぎ
な
い

。

　
花
袋
は

『

蒲
團
』

を
執
筆
す
る
に

際
し

て、

「

か

く
し

て

置
い

た

も
の
、

壅
蔽

し

て

置
い

た

も
の、

そ

れ
と
打
明
け

て

は

自
己
の

精
神
も
破
壊
さ
れ

る

か

と

思
は

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

ハ
さロ

れ

る

や
う
な
も
の、

さ

う
い

ふ

も
の

を
も
開
い

て

出
し

て

見
よ
う
と

思
つ

た
」

さ

う
で

あ
る
が、

こ

の

や

う
に

自
ら
の

行
状
を
思
ひ

切

つ

て

世
人
の

眼
に

曝
す
冒
險

は、

そ
こ

に

ま

つ

は

り

つ

い

て

ゐ

る

惡
が

所
詮
頭
の

中
の

悪
で

あ
り、

從
つ

て

そ

れ
は

世
俗
を
深
く
傷
つ

け
る

も
の

で

は

な
い

と
い

ふ

暗
々

裡

の

自

覺
に

基
い

て

ゐ

た

だ

ら
う
と

思

は
れ

る
。

　
最
初
に

指
摘
し

た

通
り、

こ

の

作
品

は

家
庭
小
説
と
は

言
へ

な
い

に

し

て

も、

主
人
公
の

戀
に

し

ろ、

他
の

何
に

し

ろ、

そ
れ

ら
は

彼
の

妻
が

萬
事
の

切

り
盛
り

を
す
る

家
庭
を
中
心

に

し
て

展
開
し

て

行
く
の

で

あ
る。

　
主
人
公
と

妻
の

關
係
及
び

彼

女
に

對
す
る

彼

の

態
度
が

考
察
さ

れ
な

け

れ
ば

な

ら
な
い

。

　
『

蒲
團
』

評
は

（
私
自
身
前
章
で

さ
う
し

た

や

う
に
）

主
人
公
の

戀
の

性
格
と

そ
の

背
後
に

あ
る
作
者
の

精
紳
だ

け

を
そ

の

内
實
と

し

が

ち

で

あ

る

が、

こ

の

作

品
が

發
表
さ
れ
た

頃
の

論
調
の

中
に

は、

そ
れ

が

論
の

中
核
で

は

な
い

に

も
せ

よ、

妻
の

描
き
方
を
不

滿
と

す
る

も
の

が

幾
つ

か

見

出
だ
さ

れ

る
。
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『

蒲

團
』

の

主
入
公
の

竹
中
時
雄
は

全

く
駄
目
な

男
で

あ
り、

彼
の

「

意
中
の

人
」

た

る

横
山
芳
子
も
類
型
の

域
を
出
て

ゐ

な
い

が、

そ

こ

へ

行
く
と、

芳
子

の

戀
人
と

彼
女
の

父

親
は

そ

れ
な
り

に

描
け

て

ゐ

る

と
思
ふ
。

處
女
の

肉
體
を
所
有

し

た
自
信
か

ら

年
長
者
の

如
何
な
る

説
諭

に

も
耳
を
傾
け

ず
に

ふ

て

ぶ

て

し
く
居

直
る

田

中
秀
夫

。

そ

の

田

中
と

芳
子

の

肉

體
關
係
を
逸
早
く
見
抜
い

た

リ

ア

リ

ス

ト
の

父
親

。

『

蒲
團』

で

は

こ

の

や
う
に

主
役
よ
り

脇
役
の

方
が

生

き
々

々

と

し

て

ゐ

る

が、

私
達
は

こ

こ

で、

こ

れ

ら

の

脇
役
よ

り

も
つ

と

脇
役
で

あ
る、

主
人

公
の

妻
に

眼

を
向
け

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。

　

彼
女
は

夫
を
頼
つ

て

上

京
し

た

芳
子
を

我
が

家
の
一

員
と

す
る

こ

と

を
厭
は

ず、

一

旦
彼
女
（
妻
〉

の

姉
の

家
に

去
つ

た

芳
子
を

夫
の

命
令
に

從
つ

て

再
び

迎

へ

入

れ

た
人
で

あ
る

。

明
治
時
代
の

主
婦
に

お
い

て

こ

の

種
の

寛
容
さ

は

さ

ほ

ど

珍
し

く
な
か

つ

た

の

か

も
知
れ

な
い

が、

そ
れ
で

も、

或
は

そ

れ
故
に
、

こ

の

こ

と
は

『

蒲
團』

の

構
成

を
考
へ

る
上
で

重
要
で

あ
る

。

折
角

作
の

中
心

動
機
た

る
べ

き
家
庭
の

状
態
ま

た

は
妻
に

對
す
る

主
人
公
の

心

的
状
態
の

現
れ

方
の

足

り
な
い

事
が

作
と

し

て

最
大

欠
點
で

あ

ら
う

。

約

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　ロ

言
す
れ

ば

妻
と

主
人
公
と

の

關
係
が

今
少

し
明

確
で

あ

り
た

か

つ

た。
　
（
相

馬
御
風）

最
も
不
滿
足

な
の

は、

妻
君

の

描
冩
で

あ
る

。

柔
順
一

方
の

人

物
と

は
し

て

あ
る

が、

そ

れ

す
ら

作
者
は

面
倒
く
さ
い

と

で

も
思
は

れ

て

か、

碌
々

書
か

な
か

つ

た
氣
味
で

は

な
い

か
。

出
て

ゐ

る
細
君

は

ほ

ん

の

筋
を
通

す
道
具
た

る

に

過
ぎ
ぬ

。

殊
に

三

人
の

子
供
も
あ
る

と

い

へ

ば、

家
庭
の

他
の

半

面
が

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　ハ
ロ

今
少
し

濃
く
影
を
主
人

公
の

心

に

投
げ
か

け
る
べ

き
で

あ

ら

う。
　
（
島
村
抱

月
）

　
御
風

も
抱
月

も
『

蒲
團
』

を
支
持
し

た

論
客
で

あ
り、

そ

れ

だ

け

に

尚、

彼
等

に

こ

の

言
が

あ
る
こ

と

は

興
味
深
い
。

二

人
と

も
『

蒲
團
』

を

近
代
精
帥
が

生
み

出
し

た

近
代
的
作
品
と

し

て

認
め

な
が

ら、

し

か

し
そ
れ

に

し

て

は

家
庭
の

中
の

近

代
日

本

文

學
に

表
れ
た

家
庭

像

和
田
正

美
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第
四］
サ

　一
九
九亠ハか
π

主
人

公
の

姿

に

近
代
的
と

は

言
へ

な

い

と
こ

ろ

が

あ
る
の

で

は

な
い

か

と

い

ふ

疑

ひ

に

と

ら

は

れ

た

こ

と

が

想
像
さ
れ

る
。

　
さ

て

主
入
公
は

妻
を
ど

う
晃
て、

彼

女
と

ど

の

や

う
に

か

か

は

つ

た
の

か
。

　
八

年
前
に

は

熱
烈
に

戀
し
て

何
と

か

自
分

の

妻
に

し

た

い

と
願
つ

た
桃
割
姿
の

娘
は

時
勢
の

進
展

に

つ

れ

て

す
つ

か

り

舊
弊
な
女

に

な
つ

て

し
ま

ひ、

彼
は

彼
女

に

今
で

は

不
滿
し

か

感
じ

な
い

の

だ
と

打
明

け
て

ゐ

る
。

其
の

身
が

骨
を

折
つ

て

書
い

た

小

説
を
讀
ま
う
で

も
な

く、

夫
の

苦
悶
煩
悶

に

は

全

く
風

馬
牛
で、

子

供
さ
へ

滿
足
に

育
て

れ

ば

好

い

と
い

ふ

自
分
の

細

君

に

對
す
る

と、

何
う
し

て

も
孤

獨

を
叫
ば

ざ

る

を
得
な

か

つ

た
。

「

寂
し

き
人

々
」

の

ヨ

ハ

ン

ネ
ス

と

共
に
、

家
妻
と

い

ふ

も
の

の

無
意
味

を
感
ぜ

ず

　
　
　
　
　

　

　
　
ら
　り

に

は

居

ら

れ

な
か

つ

た
。

妻
と

子

−
冢

庭
の

快
樂
だ

と

入
は

言
ふ

が、

そ

れ

に

何
の

意
昧
が

あ
る。

子
供
の

爲
め

に

生

存
し
て

居

る

妻
は

生
存
の

意
味

が

あ
ら
う
が、

妻
を
子

に

奪
は

れ、

子

を
妻
に

奪
は

れ

た
夫
は

何
う
し

て

寂
寞
た

ら
ざ

る

を
得
る

か

葱

　
『

随
分
底

の

淺

い

不

滿
で

す
ね
』

と

い

ふ

聲
が、

世
の

中
に

決
し

て

少
な
い

と

は
い

へ

な

い

と

こ

ろ

の、

妻
故

に

苦
し

む

男
の

口

か

ら
發
せ

ち

れ

さ

う
で

あ
る

が、

と

は

い

へ

當
入
に

し

て

見

れ

ば

誰
が

何
と
言
は

う
と

不
滿
は

不
滿
な
の

だ

か

ら、

私
達
は
一

應
そ

の

不
滿
を
認

め

て、

主

人
公
が

妻
に

そ

れ

を
ど

ん

な
風

に

ぶ

つ

け

た

か

知
り

た

く

な

る
。

し

か

し

主
人

公
は

妻
に

向
つ

て、

『

た

ま

に

は

俺
の

小

説

を
讀
ん

で

く

れ
』

と

頼
む

わ

け

で

も
な
け

れ
ば、

『

家
妻
な
ん

か

無
意
味
だ

か

ら

出
て

行
つ

て

く
れ
』

と

言
ふ

わ

け
で

も
な
い

。

夫
と

妻
の

遣
取

り

に

は

常
に

女

弟
子
の

影
が

差
し

て

ゐ

る
。

抱
月

が

指
摘
し

た

通
り、

「

三

人
の

子

供
も
あ

る
」
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「

家
庭
の

他
の

半
面
」

は

閑
却
さ

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

　
次
に

記
す
の

は

芳
子
の

戀
入
が

彼
女
の

後
を

追
つ

て

上
京
し

た

こ

と

を
知
つ

た

時
雄
が

酒
で

憂
さ

を
晴
ら

さ

う
と

す
る

場
面
の

描
冩
で

あ
る

。

酌
は

彼
の

妻
が

し

て

ゐ

る
。

　
　
　
　

　

　

　
　

あ

ふ

　

時
雄
は

頻
り

に

酒
を

呷
つ

た
。

酒
で

な
け

れ

ば

こ

の

鬱
を
遣
る

に

堪
へ

ぬ

と

い

は

ぬ

ば

か

り

に
。

三
本
目

に
、

妻
は

心
配

し

て、

、

此
の

頃
は

何
う
か

爲
ま

し

た

ね
。

」

「

何
故

〜
」

「

醉

つ

て

ば

か

り

居
る

ぢ

や
あ
り

ま

せ

ん

か。
」

「

醉
ふ

と

い

ふ

こ

と

が

何
う
か

し

た

の

か
」

「

さ

う
で

せ

う、

何
か

氣
に

懸

る
こ

と

が

あ

る

か

ら

で

せ

う
。

芳

予

さ

ん

の

こ

と

な
ど

は

何
う
で

も
好
い

ぢ

や

あ

り

ま
せ

ん

か
．

」

「

馬
鹿
！

」

　
　
　
　

　

　

　
ハ
ほり

と

時
雄
は
一

喝
し

た
。

　
そ
し

て

東
京
に

居
据
つ

た
田

中
と

芳
子
の

間

柄
が

ま

す
ま

す
親
密
に

な
つ

て

行

く
の

を
防
げ
な
い

時
雄
は、

一
…
人

の

戀
の

温

か

さ

を

見
る

度
に、

胸
を
燃
し

て、

罪
も
な
い

細
君
に

當
り

散
ら
−

し

て

晒

姦
ん

だ
。

晩
餐
の

黍
氣
に

入

ら

ぬ

と

云
つ

て、

御
膳
を
蹴

飛
ば

し

た
。

　
主
入
公

の

か

う
い

ふ

態
度

、

妻
に

對

し

て

暴
君

と

も
サ

デ

ィ

ス

ト

と

も

言
へ

る

こ

の

態
度
を

大
抵
の

讀
者
は

何
氣
な
く
讀
み

過
す

で

あ
ら

う
が、

私
の

見

る
と

こ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Melsel 　unlverslty

ろ、

こ

れ

は

『

蒲
團
』

と
い

ふ

小
説
の

性
格
を
或
る

面
か

ら

規
定
す
る

だ

け
で

な

く、

そ

れ

を
越
え

た

何
物
か

を
暗
示

し

さ
へ

す
る
重
大
な
事
柄
で

あ
る

。

こ

こ

か

ら

二

つ

の

こ

と

が

容
易
に

看
て

取
れ

る

と
思

ふ
。

　
一

つ

は

主
人
公

が

妻
に

對
し
て

そ
の

戀
を、

さ

す
が

に

公
言
は

し
な
い

ま

で

も、

こ

と

さ
ら

隠
さ
う
と

も
し

て

ゐ

な
い

こ

と

で

あ
る。

こ

れ
は

現
代
人
の

常

識

に

反
し

た

振

舞
で

あ
ら
う

。

浮
氣
は

女
房
に

内
緒
で

す
る

も
の

で

は

な
い

か
。

花

袋
が

こ

の

言
葉
を
聞
い

た

ら、

激
怒
し

て、
『

俺
が

や

ら
う
と

し

た

の

は
浮
氣
で

は

な
く
靈
肉
一

致
の

戀
愛
な

の

だ
』

と

言
返

す
か

も
知
れ
な
い

が、

そ

れ

な
ら

尚

更
の

こ

と

で

あ
る

。

妻
に

と

つ

て

夫
に

高
尚
な
戀
愛
と

や

ら
を
さ
れ
る

の

は

女
遊

び

を
さ
れ
る

の

よ

り、

も
つ

と

辛
い

筈
だ

か

ら

で

あ
る

。

　
し

か

し

主
人
公
の

一

見

非
常
識
な、

無
禪
經
な
態
度
は、

次
の

こ

と

を
考
へ

合

せ

る

と、

そ

れ
を

理

解
す
る

の

が

困
難
と

い

ふ

こ

と

に

は

な
ら

な

い
。

　
彼
は、
『
俺
の

す
る

こ

と

に

文
句
は

言
は

せ

な
い
』

と

い

ふ

高
み

か

ら
家
人
に

接
し

て

ゐ

る

の

で

あ
る

。

妻
は

夫
に

從
属
せ

し

め

ら

れ

て

ゐ

る
。

さ

う
で

な
け
れ

ば

い

く
ら

戀
が

滿
さ
れ
な
い

か

ら

と
い

つ

て

妻
に

酌
を
さ

せ

て

酒
を

呷
つ

た

り、

御
膳
を
蹴
飛

ば
し

た
り

す
る

こ

と

が

出
來
る

も
の

か
。

　
主
人
公
が

女
弟
子

の

こ

と

で

妻
に

全
く

抵
抗
さ

れ

な
か

つ

た

わ

け

で

は

な

く、

作
中
に
一

箇
所
だ

け、

そ

の

抵
抗
の

消
息
を

傳
へ

る

文
が

あ
る
。

芳
子

が

彼
の

家

に

寄
寓
す
る

や
う
に

な
つ

て

か

ら、

時
雄
は

す
つ

か

り
生

氣
を
取
戻
す
が、

し

か

し

そ
の

内、

彼
は

次
の

や

う
な

事
態
に

直
面
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

か

つ

た

と

い

ふ
、

一

月
な

ら
ず
し

て

時
雄
は

こ

の

愛
す
べ

き
女
弟
子
を
其
の

家
に

置
く
こ

と

の

不
可
能
な
の

を

覺
つ

た
、

從
順
な
る

家
妻
は

敢
て

其
の

事
に

不
服
を
も
唱
へ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
き

し

よ

く

ず、

そ

れ
ら

し
い

様
子
も
見
せ

な
か

つ

た
が、

し

か

も
其
の

氣
色
は

次
第
に

近
代
日

本

文
學
に

表
れ

た

家
庭

像

和

田
正

美

惡
く

な
つ

た
。

限

り
な

き
笑

聲
の

中
に

限
り
な
き
不
安
の

情
が

充
ち

渡
つ

た
。

妻
の

里
方
の

親
戚
間
な
ど

に

は

現
に
一

問
題
と
し

て

講
究
さ

れ
つ

・

あ

　
　
　
　
　
　
　
ロ　

る

こ

と

を
知
つ

た。

　
そ
こ

で

主
人
公
は

止
む

な
く
芳
子
を
義
姉
の

家
に

預

け

る

の

だ

が、

自
ら

の

權

限

に

お
い

て

彼
女
を
連
れ
戻
す
こ

と

に

決
め

た

時、

妻
が

そ
れ
に

反
對

し

な
か

つ

た

こ

と

は

す
で

に

述
べ

た

通
り

で

あ
る

。

　
そ
の

後、

「

細
君
も
芳
子
に

戀
人
が

あ
る

の

を
知
つ

て

か

ら、

危
險
の

念、

不

　
　
　
　
　
　

　
　
ハ
めマ

安

の

念
を
全

く
去
つ

た
」

の

だ

さ
う
で

あ
る

。

夫
の

感
情
が

若
く
て

美
し
い

女
弟

子

に

傾
い

て

ゐ

た

の

を

妻
が

悟
ら
な
か

つ

た
わ

け

で

な
い

こ

と

は
こ

の

文

か

ら

も

知

れ
る

で

あ
ら
う

。

　
『

蒲
團
』

の

主
人
公

の

在
り
方
を
ひ

と

こ

と

に

要
約
す
れ

ば、

彼
は

封
建
的
家

長
な
の

で

あ
る

。

（
封
建
的
家
長
と

し

て

は

墮
落
し
た

部
類
に

属
す
る
と

思
ふ

が、

そ
の

問
題
は

問
は

な
い

こ

と

に

す
る

。

）

そ

し

て

こ

こ

が

最
も

重
要
な
と

こ

ろ

で

あ
る

が、

妻
は

封
建

的
家
長

と

し

て

の

夫
を

受
入
れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る。

　
主
人
公
の

時
雄
は

近
代
的
で

あ

る

こ

と

を

自
負
し、

弟
子

の

芳
子
を

近
代
的
な

女
に

仕
立
て

よ

う
と

努
め、

妻
に

象
ら

れ

る

前
近

代
を、

「

お

前
達
の

や

う
な

舊

式
の

人

間
に

は
」

云
々

と

し

て

輕
蔑
し
て

ゐ

る

が、

そ
の

實、

彼
の

生

活
は

前
近

代
の

中
で

營
ま
れ

て

ゐ

る
。

彼
は

精
禪
面
で

ど

れ
ほ

ど

「

近
代
的
」

な
煩
悶
に

苦

し
め

ら

れ
よ
う
と、

生
活
面
で

は

近
代
の

酷
薄
さ
に

少
し
も
お

び

や

か

さ

れ
て

ゐ

な
い
。

自
ら
を
不
幸
と

信
ず
る

主
人
公

と

そ
の

生
活
の

間
の

諧
和
は

彼
の

主
觀
に

反
し

て

未
だ
失
は

れ
て

ゐ

な
い

。

妻
を
見

下
し

な
が

ら、

そ
の

妻
に

自
分

で

は

さ

う
と

知
ら
ず
に

寄
り
掛
つ

て

ゐ

る。

こ

れ

が

『

蒲
團
』

に

お

け

る

薄
つ

ぺ

ら
な
戀

の

據
つ

て

立
つ

地
盤
で

あ
る

。

　
頭
は

近
代
で

あ
り、

生
活
は

前
近
代
で

あ
る

こ

と。

文
學
者
の

花
袋
が

こ

れ

に39
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明
埋

大

学
研
究

紀
要

州
日

本
文
化

学
部

二
晉

語
文
化

学
科｝
第
臨

号
　一
九
九
六

年

氣
付
か

な
か

つ

た

こ

と

は

彼
の

た

め

に

惜
し

む
べ

き

で

あ

る

が、
　一

方、

こ

の

こ

と

で

花

袋
を
責
め

る
の

は

酷
に

過
ぎ

る

や
う
な
氣
も
す
る

。

何
故
と

い

つ

て

こ

れ

は

花
袋
と

同

時
代
の

明

治
の

知

識
人

の

（
す
べ

て

と
は

言
は
な
い

が
）

多

く
の

人
々

の

實
態
だ

つ

た
ら

う
と

思
は

れ
る

か

ら
で

あ
る。

　
夫
が

封
建
的
家
長
た

る

こ

と

に

安
住
し、

妻
が

そ

れ
に

協
力
す
る

と

い

ふ

關
係

は、

こ

の

小
説
の

主
人

公

の

憧
れ

る
「

今
樣
の

細
君
」

が

増
加

す
る

に

つ

れ

て

動

搖
を
蒙
ら
ず
に

は

ゐ

な

か

つ

た
。

私
達
は

『
蒲
團

』

以
後
の

文
學
の

歴

史
に

お

い

て、

そ

の

關

係
が

徐
々

に

崩
壞
し

て

行
く
眺
め

を
見
る

こ

と
が

出

來
る

で

あ
ら

う。

二

　

森
鴎
外
『

半
日
鵠

1

　
田

山

花
袋
が

明

治

四

十

年
の

『

蒲

團
』

に

續
い

て

四

十
一

年
に

發

表

し

た

『

生
』

は

『

蒲
團』

と

岡
じ

く

作
者
の

實
體
驗
に

取
材
し
た
作
品
で

あ
り、

そ
の

内
容
を
ご

く
簡
略

化
し

て

言
へ

ば、

こ

れ

は

家
の

中
で

絶
對
的
な
權
力
を
振
ふ

横

暴
な
老
母
が

息
子

達
と

そ

の

嫁
達
を
苦
し

め

る

物
語

で

あ
る
が、

翌
る

四

十

二

年

に、

恰
も
そ

れ
に

對

抗
す
る

か

の

如
く、

嫁
が

姑
を
苦
し

め

る

と
い

ふ

内
容
の

短

篇
小

説
が

花
袋
の

知
己
の

文
學
者
に

よ
つ

て

發
表
さ
れ

た。

森
鴎
外
の

『

半

日
』

が

そ

れ
で

あ
る

。

　
文

科
大
學
教
授
文
學
博
上
高
山

峻
藏
の

家
庭

は

溥
士

と

奥
さ

ん

と

當
年
七
歳
の

玉

ち
や

ん

と

博
士

の

母
君

の

四
人
暮
し

で

あ
る

が、

奥
さ
ん

は

母
書
を
頭
か

ら

受

け

つ

け
ず、

そ
の

一

舉
…

動
を
目

汚
く

罵
つ

て

止
ま
な
い
。

博
上

は

母
君
と

奥
さ

ん

の

問
に

挾
ま

つ

て

懊
惱
す
る

が

ど

う
に

も
な
ら

な
い

…

…
。

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

40

　

鵬
外
の

文
壇
復
歸
を
記
念
す
る

作
品

で

あ
る

『

半
日

』

に

お
い

て

眞
先

き

に

氣

に

か

か

る

の

は

こ

れ

が

作
者
の

生

活
を
抜
き
に

し

て

は

語
れ

な
い

こ

と

で

あ

る
。

『

半

日
』

は

そ

れ
を
讀
む

者
が

作
者
の

生

活
に

目

を
向
け

ざ

る

を
得
な

い

や
う
に

仕
組

ま
れ

て

ゐ

る
。

實
際、

こ

の

作
品
は

作
者
の

何
入
た

る

か

を
知
ら

な
い

讀
者

に

對

し
て

す
ら、

そ

れ

が

彼
の

生

活
の

直
接
的
反

映
で

あ
る

こ

と

を

直
觀
さ
せ

ず

に

は

ゐ

な
い

で

あ
ら

う
。

『
半
日
』

は

さ
う
い

ふ

作
品

な
の

で

あ

る。

近
代
文
學

の

世
界
で

は

生

活

の

質
が

作
品
の

質
を
決
定
す
る

と

よ

く
言
は

れ、

そ

の

觀
點
か

ら

作
者
の

生

活
の

在
り

方
が

吟
味

さ

れ
が

ち
で

あ
る

が、
『
半
日

』

の

問
題

は

明

ら

か

に

そ

れ
と

は

違
つ

て

ゐ

る。

　

そ
の

點、

前
章
で

取

上
げ

た

『

蒲
團
』

は

未
だ

し

も
作
者
の

生
活

を
無
靦

し

て

讀
む

こ

と

が

出
來
る

と

思
ふ

。

『

蒲
團
』

が

そ

の

結
果
に

お
い

て

は

ど

う
あ

れ、

作
者
の

も
く
ろ

み

と

し

て

は
一

點
の

虚
僞
を
も
交
へ

な
い
、

事
實
そ

の

も
の

を
冩

し

た

作
品
で

あ

る

の

に

對
し

て、

『

半
目

』

に

は

（

た
と
へ

ば

同
じ

敷
地

の

中
で

別
居

し

て

ゐ

る

姑
と

妻
が

同
居
し

て

ゐ

る

こ

と

に

な
つ

て

ゐ

た

り、

鴎
外
の

先
妻

の

子

の

存
在
が

抹
消
さ

れ

て

ゐ

た

り

す
る

や

う
に）

フ

ィ

ク

シ
ョ

ン

が

含
ま
れ

て

ゐ

る

こ

と

を
思

ふ

時、

こ

れ
は

い

さ
さ

か

皮
肉

な

現
象
と

君

は

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。

　
鴎
外
研

究
の

分
野

で

も、
『

半
日

』

を
作
者
の

生
活
か

ら

獨
立

し
た

作
品

と

し

て

扱
ふ

論
文
に

私
は
接
し

た
こ

と

が

な
い

。

研
究
家
は

鴎
外
の

日

記

そ

の

他
の

資

料
を
手

懸
り
に

し

て、

『

半
日

』

執

筆
當
時
の

彼

の

家
庭
生
活
や

祉
會
生

活
を

復

元

し
よ
う
と

努
め、

そ
れ

と

の

閣
係
に

お

い

て

こ

の

作
品

に

考
察
を
加
へ

て

ゐ

る。

そ
れ
は
自
然

の

勢
と

い

ふ

も
の

で

あ
ら

う。

繰
返

し
て

言
へ

ば

『
半
日

』

は

さ
う
い

ふ

作
品

な
の

で

あ
る

。

森
鴎
外
を
専
門

的

に

研

究
し

て

ゐ

る

わ
け
で

な
い

私
は

彼
等
の

研
究
の

成

果
を

受
入

れ

ざ
る

を

得

な
い

の

で

あ
る

が、

そ

れ

で

も

時
々
、

諸
家
の

所
論
を
前
に

し
て

ゐ

る
と、

こ

の

作
品
の

基
本
的
性
格
を

承
知
し
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一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Melsel 　unlverslty

て

ゐ

る

筈
な
の

に、

「

さ

う
す
る
と

『

半
日

』

か

ら

作
者
の

生
活
と

い

ふ

イ
ン

デ

ッ

ク

ス

を

取

去
つ

た

ら、

そ
の

後
に

は

何
が

残
る

の

だ

ら
う」

と

い

ふ

氣
持
に

誘

は

れ

て

行
く。

　

し

か

し

『

半
日
』

の

印
象
は

立
派
に
一

箇
の

作
品
で

あ
る

。

こ

れ
は

單
な
る

事

實
の

記
録
で

は

な
い

。

如
何
に

こ

の

作
品

が

作
者
の

生

活
を

呼
吸

し
て

ゐ

る
と

し

て

も、

で

あ
る

。

　
『

半
日

』

を
掲
載
し

た

の

が

木
下

杢
太
郎、

北
原
白
秋
な

ど

氣
鋭
の

青
年
文
學

者
の

主
宰
す
る

雜
誌
「
昴
（
ス

バ

ル
）

」

で

あ
つ

た

こ

と

を
こ

こ

で

參

考
に

す
べ

き
か

も
知
れ

な
い

。

鴎
外
は

こ

と

に

よ
る

と

『

半
日

』

を
激

情
に

驅
ら
れ

て

書
い

た
の

か

も
知

れ
な

い

し、

こ

の

假
定
が

正
し

け

れ
ば

書
き
終
へ

た

後
味
は

必

ず
し

も
よ
く
な
か

つ

た

で

あ
ら

う
が
、

そ

の

場
合
に

も、

こ

れ

は

こ

れ

で

私
情
を
超
え

た

作
品

に

な

つ

て

ゐ

る
と

い

ふ

自
信
が

せ

め

て

心

の

片
隅
に

で

も
な
け
れ

ば、

そ

れ
を
後
進
の

手
に

渡
し

て、

彼
等
の

期
待
を
裏
切
る

や
う
な
眞
似
は

し

な
か

つ

た

だ

ら
う
と

思

は

れ
る。

　
『

半
日

』

の
、

右
に

述
べ

た

や

う
な
意
味
で

の

作
品

と

し
て

の

面
目

を
私

達
は

何
處
に

求
め

た

ら
よ
い

の

で

あ
ら

う
か
。

　
事
柄
の

順
序
と

し

て

『

半
B

』

執
筆
の

動
機
を
問
は

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

鴎

外
は

公
私
の

け

ち

め

に

や

か

ま
し

い

人
で

あ
る

に

も
か

か

は

ら
ず、

何
故、

妻
が

姑
を
排
斥
し、

さ

う
す
る

こ

と

に

よ
つ

て

夫
の

自
分
を
傷
つ

け

る
と

い

ふ

家
庭
内

の

出
來
事
を
小
説
に

書
い

て

天

下
に

公
表
し

た

の

か
。

　
讀
者
の

誰
に

で

も
す
ぐ

わ

か

る

の

は、

不
届
き
な
妻
に

筆
誅
を
加
へ

て、

う
ろ

た
へ

さ

せ、

以
て

彼
女
に

態
度
を
改
め

さ

せ

よ
う
と

し
た

の

だ

と

い

ふ

こ

と

で

あ

近

代
日

本
文
學
に

表
れ

た

家
庭
像

和
田

正
美

る
。

筆・
誅
と

い

ふ

古
め

か

し
い

言
葉
を
持
出
し

た
が、

洋
の

東
西

を
問
は

ず、

特

定
の

個
人

に

筆
誅
を
加
へ

る
こ

と

は

幾
度
も
行

は

れ
て

來
た

と

は
い

ふ

も

の

の、

そ

の

相
手
と

し
て

自
分
の

妻
を、

そ
れ

も
別
れ

た
妻
な

ら
と

も
か

く
現

に

同
じ

屋

根
の

下

で

起

居
を
共
に

し

て

ゐ

る

妻
を
選
ん

だ

こ

と

は、

多
分、

空

前
絶
後
で

あ

ら

う
。

　

夫
で

あ
る

博
士

の

母
君
の

こ

と

を
「

あ
の

人
」

「

あ
ん

な

人
」

と

し

か

呼
ば

な

い

奥
さ
ん

は

母
君

の

「

鋭
い

聲
」

（
博
士

の

言
葉）

を
評
し

て、

「

ま
あ、

何
と
い

ふ

聲
だ
ら

う
」 、

「

あ
ん

な
聲
の

人
が

あ
る

で

せ

う
か
」

と
決
め

つ

け
る。

そ
れ

ば

か

り

か

母
君

の

日

常
生

活
を
次
の

や
う
に

言
つ

て

の

け
て

憚
ら

な
い
。

丸
で

あ
な
た

の

女
房
氣
取

で
。

會
計
も
す
る

。

側
に

も
ゐ

る
。

御
飯
の

お

給

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
ハ
ユリ

仕
を
す
る

。

お

湯
を
使
ふ

處
を
覗

く
。

寐
て

ゐ

る
處
を
覗
く。

色
氣
違
が。

　
こ

れ
だ

け

讀
め

ば
母
君

に

も
重
大
な
落
度
が

あ
る

や

う
に

見
え

て

來
る

が、

博

士
に

し

て

見
れ

ば

母
君

が
「

（
博
士
の
）

お

湯
を
使
ふ

處
を

覗
く

」

の

も、

「

（
夫

婦
の
）

寐
て

ゐ

る

處
を
覗

く
」

の

も
必

要
に

迫
ら
れ
て、

止

む

を
得
ず、

さ

う
す

る

ま
で

で

あ
り、

そ
れ

を
「

色
氣
違
」

の

所
爲
と

し

て

斷
罪
さ

れ

る

謂
は

れ

は

な

い

の

だ

つ

た。

　
こ

こ

に

は
母
と

妻
の

間
に

引
裂
か

れ

た
男
が

日

夜
味
は

せ

ら

れ

る

地
獄
の

苦
し

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
あ

ひ

る

み

が

あ
る

。

「

舊
式

の

丸
髷、

泥
鴨
の

や

う
な
歩
き
振、

温
順
と

貞
節
と

よ
り
他

に

何
物
を
も
有
せ

ぬ

細

君
」

と
い

ふ

の

は
『

蒲
團
』

の

中
の
一

句
で

あ
る

が、

花

袋
が
一

蹴
し
た

「

温
順

と
貞
節
」

こ

そ

鴎
外
が

妻
に

求
め

て

得
ら

れ

な
い

美
質
な

の

で

あ
つ

た
。

　
鴎
外
は

筆
の

力
を
藉
り

て、

そ

の

地

獄
か

ら
脱
け
出
さ
う
と

し

た。

彼

が

『

半

日
』

を

書
い

た

最
大
の

動
機
は

こ

の

こ

と

だ

つ

た
ら

う
。
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も
し
こ

の

動
機
が

壓
倒
的
な
そ

れ
で

あ
つ

た

と

し

た

ら、

鴎
外
は

こ

れ

以
外
に

は

何
も
考
へ

ら

れ

な
か

つ

た
で

あ
ら
う
か

ら、

他
の

動
機
を
求
め

る

の

は

無
駄
と

い

ふ

こ

と
に

な

る

が
、

作
家
の

創
作
心

理

は

概
し
て

微
妙

複
雜
で

あ

り、

讀
む

に

堪
へ

る

ほ

ど

の

作
品

に

お

い

て

は

複
數
の

動
機
が

絡
み

合
つ

て

ゐ

る

も
の

と

考
へ

ら
れ

よ

う。

　
『

半
日

』

を
こ

の

觀

點

か

ら
一

瞥
す
る

と、

當

時
流
行
し

て

ゐ

た
自
然
主
義
と

こ

の

作
品

の

關
係
が

浮
ぴ

上
る
。

こ

の

流
派
の

觀
念
的、

欺
瞞
的
な

性
格
は

鴎
外

の

つ

と

に

承
知
す
る

と

こ

ろ

で

あ

つ

た

ら

う
が、

彼
の

中
に

は、

そ
の

自
然
主
義

の

向
う
を
張
る

や

う
な
作
品

を
書
い

て

見
た

い

と
い

ふ

欲

求
が

萌
し

て

ゐ

な

か

つ

た

と

は

言
へ

ま

い
。

そ
し

て

彼
は

い

は

ば

敵
の

武
器
を
奪
ふ

形
で、

自
然
主

義
と

は

異
な
り

な
が

ら、

し
か

も
（
言
葉
の

矛
盾
を
お

そ
れ
ず
に

言
へ

ば）

自
然

主
義

よ

り

も
つ

と

自
然
主
義
的
で

あ
る

作
品

を
『

半
日

』

に

お

い

て

實
現
さ
せ

た
。

實

際、

『

半
日

』

の

現

實
曝
露
は

『

蒲
團
』

や
『

生
』

の

そ
れ

よ

り

ー
花

袋
ば

か

り

引
合
ひ

に

出
す
の

は

彼
に

對

し

て

幾
分

氣
の

毒
で

あ
る

が

ー
ず
つ

と

徹
底
し

て

ゐ

る
や

う
に

思
は

れ
る

。

　
气

半
旧

』

執

筆
の

動
機
を
さ

ぐ
つ

て、

そ

れ

を
主
動

機
と

副

次
的
な
動
機
に

分

け

て

見
た

が、

こ

れ

が

す
べ

て

だ

つ

た

の

で

あ
ら

う
か

。

作
者
の

彈
劾
の

筆
を
支

へ

た

も
の

は

こ

れ
以

外
に

も
あ
つ

た

の

で

は

な
い

か

と

思

ふ

の

で

あ

る
が、

そ
の

問
題
は

後
回
し
に

し

て、

以

上
二

つ

の

動
機
の

成
否
を
め

ぐ
つ

て

所
見
を

述
べ

る

こ

と

に

し

よ

う。

　

妻
の

行

肬
を
小
説
に

書
い

て、

彼
女
に

反
畜
を

促
す
こ

と

は

隨
分

思
ひ

切

つ

た

冒
險
で

あ
り、

危
險
な
賭
で

さ
へ

あ
る

。

そ
れ
は

成
功
し

た

場
合
に

も
問
題
を
殘

す
が、

失
敗
し
た
ら、

何
し

ろ

鴎
外
は

明

治
の

出

世
肚
會
で

樞
要
な

地
位
を
占
め

る

人
物
だ

つ

た
の

だ

か

ら、

そ

の

結
果
は

取
返
し

の

つ

か

な

い

も
の

に

な
つ

て

ゐ

た

だ

ら

う。

そ
も
そ

も
『

半

目
』

の

お

か

げ
で

傷
つ

く
の

は

作
者
と

そ
の

妻
だ

け
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で

は

な
い

。

妻

の

實
家
も
い

い

迷

惑
を

し

た

だ

ら

う
し、

作
中
の

博
士

か

ら

賢

母、

賢
夫
人
と

し

て

讃
へ

ら

れ
た

母
君

に

し

た

と

こ

ろ

で、

世

間
か

ら、

『

あ
の

人
が

…
…

」

と

い

ふ

好
奇
の

眼

で

見

ら

れ
る

こ

と

は

避
け

難
い

の

で

あ
る．、

　
『

半

日
』

と

そ
れ

に

續
く
『

一

夜
』

と
い

ふ

小
説
（
こ

れ
は

作
者
が

妻
の

願
ひ

を
容
れ
て

破
棄
し

た

の

で

現

存
し

て

ゐ

な
い
）

の

壓

力
に

耐
へ

兼
ね

て、

妻
が

姑

に

「

屈
服
」

し

た

時
の

様
子

を
鵬
外
の

先
妻
の

子
の

森
於
菟
は

次
の

や

う
に

傳
へ

て

ゐ

る
．

文
屮
の

コ
母
L

は

勿
論、

於
菟
か

ら
見

れ
ば

繼
母
に

當
る

人

を
指
し
て

ゐ

る。
そ
の

頃
｝

度
夜
お

そ
く
父
が

母
を
つ

れ

て

祺

母
の

室
へ

來
て、

母

が

耐

母
の

前
に

手
を
つ

き
頭
を
さ
げ
た

事
が

あ

つ

た
。

そ
の

時
母

の

眼
は

涙

で
一

ぱ

い

で

あ
つ

た

が

決
し

て

祺
母
に

心

服

し

た

の

で

は

な
い

こ

と

は

明

か

で

あ

つ

た
。

そ

の

感
情
は

こ

ん

な
形

式
的
な

こ

と

で

は

ど

う
し

よ
う
も

な
い

も
の

で

あ

つ

た

の

で

あ
る
。

し

か

し

そ
の

後
時
と

共
に

事
情
が

よ

く
な
つ

た

こ

と

も

　

　

　
　
　
す
ご

事
實
で

あ

る
。

　
「

時
と

共
に

事
情
が

よ

く
な
つ

た
取

の

で

あ
る

か

ら

に

は、

私
が

『
半
日

』

の

第
一

の

動
機
と

兇

做
し

た

も
の

に

お

い

て、

鴎
外
は

所
期
の

成
果
を
擧
げ
た

こ

と

に

な
る
。

疑
ひ

も
な
く
そ

れ

は

結
構
な

こ

と

だ
つ

た。

し

か

し

こ

れ
が

状
況
的
な

成
功
で

あ

り、

問
題
の

根

本
的
な
解
決
に

な
り

得
て

ゐ

な
い

こ

と

も
右

の

引
用
文

か

ら

明

ら

か

で

あ
ら

う
。

事
實、

家
庭
生
活
に

お

け

る

鴎
外
の

餓
ゑ、

渇
き
は

終

生

い

や

さ

れ
る

こ

と

が

な
か

つ

た。

　

そ

れ

で

は

『

半
日

』

を
以

て

自
然
主
義
に

對

抗
し

た

い

と

す
る

第
二

の

動
機
に

つ

い

て

は

ど

ん

な
こ

と

が

言
へ

る

か
。

　

山

崎
國

紀
は

『

半

日
』

が

自
然
主
義
的
作
品
に

見

え
な
い

理

由
の
　

つ

は
、
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「

鴎
外
自
身
の

も
つ

高
度
な
教
養
性
か

ら

滲
出
す
る

獨
特
な
雰
圍
氣
に

あ

る
。

こ

れ

は

鴎
外
の

内
部
に

肉
體
化
さ
れ
た
も
の

で

無
意
識
に

滲
出
さ

れ

る

傾
向
の

も
の

　

　
　
ハ
ヨリ

で

あ

る
」

と

述
べ

た

上
で、

更
に、

鴎
外
が

こ

の

作
品
に

非
自
然
主
義
的
装
置
を

施
し

た

こ

と

を
指
摘
し、

そ
の

「

装
置
」

と

し

て

最
初
に

「

言
辭
の

工

夫
」

「

言

辭

の

巧
妙
な

使
用
」

を
舉
げ
て

ゐ

る
。

　

博
士、

母
君、

奥
さ

ん、

玉

ち
や

ん

と
い

ふ

や
う
な
ユ

ー

モ

ラ

ス

な
呼

稱
。

「

奥
さ

ん

は

嫌
な
事
は

な
さ

ら

ぬ
。

い

か

な
る

場
合
に

も
な
さ
ら
ぬ
」

と

い

ふ

や

う
な、

妙

な
敬
語
の

混
用。

　

山

崎
は

續
け
て

（
こ

れ

は

言
辭
の

場
合
ほ

ど

自
然
主
義
に

對
置
さ
せ

て

は

ゐ

な

い

や

う
で

あ
る

が
）

竹
森
天
雄
と

共

に
、

『

半
日

』

に

戯
曲
的
性
格
を
看
て

取
り、

「

あ
の

獨
特
な
『

半

日
』

の

言
辭
も、

こ

の

戯
曲
的
性
格
の

一

環
と

し

て

考
え
る

　

　
　
　
　

　

　
　
　ハ
るソ

べ

き
で

は

な
か

ろ
う
か
」

と

結
論
づ

け
て

ゐ

る。

　

こ

れ

ら
の

指
摘
は

た
し

か

に

そ

の

通
り
な
の

で

あ
る

が、

私
見
に

よ
れ

ば、

敢

へ

て

「

非
自
然
主

義
的
装
置
」

と

言
は

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

ほ

ど

大
袈
裟
な
も
の

で

は

な
い
。

い

や、

さ
う
い

ふ

装
置
が

施
さ
れ

て

ゐ
な

い

と
言
ひ

た
い

の

で

は

な

く、

鴎
外
は

そ

れ

を
施
す
こ

と

に

格
別
の

努
力
を
要
し

な

か

つ

た

ら
う
と

い

ふ

意

味

で

あ
る。

　
『

半
日

』

の

戯
曲
的
性
格
と

い

ふ

こ

と

で

は、

そ
の

頃
の

鴎
外
の

主

要
な
關
心

が、

そ
の

ほ

と

ん

ど

は

飜
譯
で

あ
る
と

こ

ろ
の

戯
曲
に

向
け
ら

れ
て

ゐ

た

こ

と

を

山

崎
自
身、

認

め

て

ゐ

る
。

「

し

か

し、

戯

曲
的
手
法
が、

當
時
の

鴎
外
に

と

つ

て

自
然
な
も
の

で

あ
つ

た

と

し

て

も、

『

半
日

』

に

は、

か

な
り

意
識
的
に

適

用

　

　
　
　
　

　

　
　
ハ
ら　

さ
れ
た
よ
う
に

思

え
る
」

（
傍
點、

原
文
）

と

山
崎
は

言
ふ

が、

私
は

こ

の

文
の

歸
結
部
分

よ
り
も
前
提
部
分
に

惹
か

れ
る

氣
持
を
抑
へ

る

こ

と
が

出
來
な
い

。

　

言
辭
の

問
題
に

し

て

も
話
は

割
合
單
純

で

あ
る。

西
洋
文
學
の

骨
法
を
體
得
し

た
人
間
が

『

半
日

』

の

や

う
な
題
材
に

臨

む

場
合
に

は、

そ
の

中
に

自
分
自
身
が

近

代
日

本

文
學
に

表
れ
た

家
庖

像

和
出

正

美

含
ま
れ

て

ゐ

る

の

な

ら

尚
更、

諧
謔
的
手
法
が

き
は

め

て

有
力
で

あ
る

こ

と

に

ご

く
自
然
に

想
到
す
る

と
い

ふ

も
の

で

あ

ら
う。

　

數
あ
る

『

半
日
』

論
の

中
か

ら
特
に

山
崎
の

そ
れ

を
選

び

出

し

た

の

は
彼
の

主

張
を
批
判
し

た
い

か

ら
と

い

ふ

よ
り

も、

む

し

ろ、

鴎
外
の

や

う
な
作
家
を
論
ず

る

際
に

は

西
洋
文
學
の

常
識
を
援
用

す
る

方
が

よ

ろ

し
か

ら

う

と

考
へ

た

か

ら

に

他
な
ら

な
い

。

　
『

半
日

』

と

自
然
主

義
の

關

係
で

私
の

氣
に

懸
る

の

は、

右

の

や
う
な
こ

と

で

は
な
く、

作
者
が

自
然
主

義
を
多
か

れ

少
な
か

れ

意
識
し

な
が

ら

こ

れ

を
書
い

た

と

い

ふ

假
説
が

正

し
い

と

す
れ
ば、

こ

の

作
品

に

は

自
然
主

義
の

状
況
性
に

殉
ず

る
お

そ

れ

が

あ
り

は

し
な
か

つ

た

か

と

い

ふ

こ

と

で

あ
る。

鴎
外
の

明

敏
な

洞
察

は

自
然
主

義
が

い

つ

れ
倒
れ
る
こ

と
を
見
抜
い

て

ゐ

た
に

違
ひ

な

い

が、

そ

れ

で

も
尚、

そ

の

自
然
主

義
を

敵
に

回
し

て

書
く
こ

と

を
し

た

り

す
る

と

（
何
し

ろ

『

半

日
』

は
一

見
自
然
主
義
的
な
作
晶
な
の

だ

か

ら
V

い

つ

の

日

に

か

こ

れ
が

自

然
主
義
の

諸
作
と
】

括
さ

れ
て、

過
去
の

世
界
に

放
り
こ

ま

れ

る

こ

と

に

な

る

か

も
知
れ
な
い

と

い

ふ

も
の

で

あ
ら

う。

　
し
か

し
『

半
日

』

は

そ

の

動
機
に

お

い

て

状
況
の

産
物
で

あ

つ

た
に

も
か

か

は

ら

ず、

｝

過
的
な
状
況
を
越
え

た

何
か

を
訴
へ

掛

け
て

ゐ

る
。

次
に

そ
の

何
か

の

内
實
を
明

ら
か

に

し
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。

『
半
日

』

を
讀
み

返
す
度
に

氣
に

な
る
一

節
が

あ

る。

お

父
様
が

生
き
て

入

ら
つ

し

や
つ

て、

お

れ
の

兄
弟
が

内
に

ゐ

た
頃
の

事
を

考
へ

て

見

る
と、

内
ぢ

ゆ

う
で

誰
も
死
ん

だ

ら

ど

う
の、

金
が

ど
う
の

と

い43
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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

ふ

や
う
な

事
を
考
へ

て

ゐ

た

も
の

は

な
い

の

だ
。

年
篝
は
年
の

寄
る

の

を
忘

れ

て
、

子
供
の

事
を
思
つ

て

ゐ

る
。

子
供
は

勉
強
し

て、

親

を
喜
ば

せ

る
の

だ
の

し

み

を

樂
に

し

て

ゐ

る
。

金
も
何
も
あ
り

や
あ
し

な
い

。

心

と
腕
と

が

財
産
な
の

だ
。

そ

れ
で

内
ぢ

ゆ

う
揃
つ

て、

奮
鬪
的
生
活
を
し
て

ゐ

た

の

だ。

そ
の

時

は

希
望
の

光
が

家
に

滿
ち

て

ゐ

て、

親
子
兄

弟
が

顔
を
合
せ

れ

ば
笑
聲
が

起

　

　
　
　
　　
ちり

つ

た

も
の

だ
。

　

こ

の

後、

樽
士

は

玉

ち
や

ん

を

抱
き

し

め

て、

「

玉

な
ん

ぞ

は

親
の

笑
ふ

聲
を

知

ら

な
い

の

だ
」

と

付
け

加
へ

る
。

　

こ

れ
は

奥
さ
ん

が

母
君
へ

の

嫌
惡
感
を
軸
に

し

て

財
巌
や

遺
言
の

こ

と

で

博
士

を
責
め

立

て

る

の

を

受
け

て、

博
士

が

奥
さ

ん

を
た
し
な
め

る

箇
所
に

出

て

來
る

言
葉
で

あ

り、

私
達
は

『

半
日

』

時
代
の

森
家
の

中
で

夫
が

妻
に

こ

の

種

の

言

葉

を
實
際
に

ぶ

つ

け

た

だ
ら
う
と

想
像
し

て

差
支
へ

な
い

が、

一

方、

こ

の

言
葉
は

さ
う
い

ふ

文
脈
か

ら

切

離
し

て

も
立

派
に

通

用

す
る

の

で

は

な
い

だ

ら

う
か

。

鴎

外
の

こ

と

を
何
も
知
ら
な
い

人
に

こ

の

文
を
讀
ま
せ

た
時、

彼

が

正
常
な

感
覺
の

持
主
で

さ

へ

あ
れ

ば、

こ

こ

に

或
る

深
い

も
の

を
感
じ

る
筈
で

あ
る

。

博
士

の

言

葉
は

作
品

の

中
の

前
後
關

係
に

過

不
足
な
く
つ

な
が

り

な
が

ら、

し
か

も

作
品

か

ら

獨
立
し

た

價
値
を
湛
へ

て

ゐ

る

や
う
に

思

は

れ
る

。

　

コ

ン

テ

ク

ス

ト

に

忠
實
で

あ
る

と

同
時
に

そ
れ

を

捨
て

て

も
生
き
て

ゐ

る

章
句

を

含
む

こ

と
。

す
ぐ
れ

た

作
品

と

は
か

う
い

ふ

も
の

で

あ
る
の

か

も
知

れ

な
い
。

ち

な
み

に

こ

の

方
面
で

の

最
大
の

才
入
は

お

そ
ら

く

シ

エ

イ
ク

ス

ピ

ア
で

あ
る
。

　

右
に

引
用

し

た

博
士

の

言
葉
の

中
に

は

け

だ

し

永
遠
の

家
庭
像
の
一

つ

が

表
れ

て

ゐ

る。

そ

し

て

そ
れ
は

得
も

言
は

れ

ぬ

喪
失
の

感

情
と

共
に

提
出
さ
れ

て

ゐ

る。
　

か

つ

て

自
分

は
理

想
の

家
庭
で

成
長
し、

自
ら

將
來
は

理

想
の

家
庭
を
作
ら

う

と

欲
し、

そ

れ

が

出

來
る

と

信
じ

て

も
ゐ

た

が、

家
ぢ

ゆ

う
何
處
を
さ

が

し

て

も
そ

の

理

想
は

見
つ

か

ら

ず、

つ

か

り
消
え
て

し

ま
つ

た

…

…
。

　

私

が

「

序
」

の

中
で

手
短
か

に

述
べ

た

こ

と

を
想
ひ

起
し

て

項
き
た

い
。

文
學

者
は

贋
々
、

現
存
の

秩

序
に

虚
僞
を
感
じ
て、

か

つ

て

存
在
し

て

ゐ

た

眞
實
の

秩

序
に、

或
は

存
在
し

得
た

か

も
知
れ

な
い

そ
れ
に

思
ひ

を
馳
せ

な
い

で

は

ゐ

ら

れ

な
い

の

だ
。

文
學
の

機
能
の
一

つ

が

こ

れ

で

あ
る

と

す
れ
ば、

可

半

日
』

の

こ

の

箘
所
は

明
ら
か

に

そ

の

機
能
に

則
つ

て

書
か

れ
て

ゐ

る
。

　
『

半
日

』

の

中
に

か

う
い

ふ

部
分

が

も
つ

と
含
ま
れ
て

ゐ

た

ら、

こ

の

作
品

は

美
し

い

喪
失
の

詩
に

な
つ

て

ゐ

た

だ

ら

う。

い

や、

現
在
の

ま
ま

で

も
喪
失
の

詩

た
り

得
て

ゐ

る

の

だ

が
、

執
筆
の

現

實
的
な

動
機
が

幾
分
そ

の

性
格

を

弱
め

て

ゐ

る
こ

と

は

否

定
出
來
な
い

。

　

し

か

し
動
機
と

い

ふ

こ

と

で

は、

作
者
自

身
そ

れ

を
明

確
に

意
識
し

て

ゐ

た

か

ど
う
か

判
定
し

難
い

第
三

の

動
機
が

想
定
さ

れ

る。

そ

し

て

そ

れ

は

前
述
の

や
う

な
喪
失
の

感

情
に

根
差
し

て

ゐ

る
の

で

あ

る。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

44

い

ざ

家
庭
を
持
つ

て

見
る

と、

　

　
　
　
「

希
望
の

光
」

は

す

　
『

半
日
』

に

は

唯
一

つ

の

家
庭
し
か

登

場
し
な
い

。

紀
尾
井
町
に

あ
る

奥
さ
ん

の

實
家
の

こ

と

も
時
々
、

博
士

と

奥
さ
ん

の

會
話
や

獨

臼
の

中
に

織
り

こ

ま

れ

て

は

ゐ

る

が、

そ

れ
は

所
詮
背

景
で

あ
り、

私

達
に

は

そ

れ

が

富
裕
な

上
流
家
庭

で

あ
る

こ

と
、

子

供
に

甘
い

ら

し
い

と
い

ふ

位

の

こ

と

し

か

わ
か

ら
な
い

。

す
な

は

ち
『

半
日

』

の

中
の

家
庭
の

姿

は

他
の

家
庭

と

の

比
較
に

お

い

て

與
へ

ら

れ

て

ゐ

る

わ

け

で

は

な

い

の

だ

が、

こ

の

作
品
の

特
質
を
明

ら
か

に

す
る

た

め

に

は、

同

時
代
の
…

般
的
な

家
庭
の

在
り

方
を

朧
氣
な

が

ら

も
思
ひ

浮
べ

る

必

要
が

あ
ら

う
。

そ

の

手
懸
リ

に

な
る

箇
所
を
『
半
日

』

の

中
に

求
め

る

と

す
れ

ば、

そ

れ

は

次
の

や

う
な

結
び

の
一

節
で

あ
る

。
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精
神
の

變

調
で

な
い

と

す
れ
ば、

心
理

上
に

此

女
を
ど

う
解
釋

が

出

來
よ

う
。

孝
と

い

ふ

や
う
な
固
ま
つ

た

概
念
の

あ
る

國
に、

夫
に

對
し

て

姑
の

事

を
あ
ん

な
風

に

云
つ

て

何
と

も
思
は

ぬ

女
が

ど

う
し

て

出

來
た

の

か
。

西
洋

の

思
想
か

ら

見

て

も、

母
と

い

ふ

も
の

は

紳
聖
な
も
の

に

な

つ

て

ゐ

る

か

ら、

夫
に

對
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、

脚
本
を
見
て

も、

お

れ
の

妻
の

や
う

な
女
は

な
い
。

こ

れ

も
あ
ら

ゆ

る
値
踏
を

踏
み

代
へ

る
A
守

の

塒
代
の

特
有
の

産
物
か

知

ら
ん

と、

博
士

は

こ

ん

な
風

な
事
を
思
つ

て

ゐ

る
。

　
こ

れ
は

こ

こ

に

至
る

ま
で

の

文
の

流
れ

に

乘
つ

て

讀
め

ば

抵
抗
な

く
讀
め

る
一

節
で

あ
り、

博
士

の

や
う
な
境
遇

に

置
か

れ

た
人
が

こ

れ
を
讀
め

ば

溜
飲
が

下
る

だ

ら
う
が、

よ
く
考
へ

る

と、

こ

こ

に

書
い

て

あ
る

こ

と
は

必

ず
し

も
正
確
で

は

な
い

。

「

西

洋
の

思
想
か

ら

見
て

も、

母
と

い

ふ

も
の

は
騨
聖
な
も
の

に

な
つ

て

ゐ

る
」

は

問
題

な
く
正
し
い

と

し

て

も、
「

東
西
の

歴
史
は

勿
論、

小
説
を
見

て

も、

脚
本
を
見
て

も、

お

れ

の

妻
の

や
う
な
女
は

な
い

」

と
斷
定
す
る
こ

と

は

正

し
い

で

あ

ら

う
か。

「

孝
と

い

ふ

や
う
な
固

ま

つ

た

概
念
の

あ
る

國

に、

夫
に

對

し
て

姑
の

事
を
あ
ん

な

風

に

云
つ

て

何
と

も
思
は

ぬ

女
が

ど
う
し

て

出

來
た

の

か
」

と

い

ふ
一

文
に

し

て

も、

一

國
に

「

孝
と
い

ふ

や

う
な
固
ま
つ

た
概
念
」

が

あ
つ

た

と

こ

ろ

で、

そ

の

國
の

す
べ

て

の

女
が

そ
の

「

概
念
」

に

從
つ

て

生

活
す

る

わ

け
の

も
の

で

は

な

い

だ

ら

う
。

嫁
が

姑
を
白
眼
靦
す
る

と

い

ふ

程

度
の

話

は

そ
の

氣
に

な
つ

て

さ
が

せ

ば
見
つ

か

る

に

決
つ

て

ゐ

る
。

　

し

か

し

私
達
は
理

性
が

感

情
に

壓
倒
さ

れ
が

ち
な
こ

の

文
か

ら

博
士

の

理

性
の

聲
を
聽
き
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。

　

博
士

は

妻
を
例
外
中
の

例
外
だ

と

言
つ

て

ゐ

る

の

で

あ
り、

そ
れ

は

そ

の

妻
と

共
に

あ
る

家
庭
を
例
外
中
の

例
外
と

し
て

認
め

た

こ

と

に

等
し
い

。

と

す
れ

ば

博

近

代
日

本
文
學
に

表
れ

た
家
庭

像

和
田
正

美

士
の

家
庭
を

例
外
た

ら

し

め

る

世
間
普
通

の

家
庭
は
ど

ん

な
そ
れ
で

あ

つ

た

の

か。　
私
は

田

山

花
袋
の

『

蒲
團
』

に
つ

い

て

論
じ
た

文
の

終
結
部
で、

明

治
時
代
の

多
く
の

知

識
人
は

頭

の

中
に

近
代
を
所
有
し

な
が

ら、

生

活
は

前
近

代
の

中
で

送

つ

て

ゐ

た

の

で

は

な

い

か

と

い

ふ

意
味
の

こ

と

を
述
べ

た

が、

肚
會
を
構
成
す
る

の

は

も
と

よ
り
知
識
人
だ
け

で

は

な
く、

明

治
末
期
の

大
半
の

日

本
人

の

家
庭

は、

肚

會
が

相
當
近
代
化
し
て

ゐ

た

に

も
か

か

は

ら

ず、

『

蒲
團
』

の

家
庭
に

見

ら
れ

る

や
う
な、

前
近

代
的
な
様
相
を
呈

し

て

ゐ

た

も
の

と

推
察
さ
れ

る
。

肚
會

が

近
代
で

あ
る

の

に

對
し
て

そ

の

根
幹
を
な
す
家
庭
が

前
近
代
で

あ
る

こ

と

は

勿

論、

一

箇
の

矛
盾
で

あ
る

が、

文
明
開
化
の

路
線
に

沿
つ

て

生
き
る

人
々

は

そ

の

矛
盾
に

氣
つ

か

ず、

相
反
す
る

二

つ

の

要
素
の

均
衡
が

も
た

ら

す
調
和
を
樂
し

ん

で

ゐ

た
の

で

あ
ら

う
。

し

か

し

鴎
外
は

家
庭
生

活
の

上
で

そ

の

調
和
か

ら
見
放
さ

れ
て

ゐ

た
。

近
代
の

毒
が

そ

ろ

そ
ろ

生
活
の

中
に

回
り

始
め

た

眺
め

が

そ

こ

に

あ

る

と

は

言
へ

な
い

だ

ら

う
か

。

　
引
用
文
の

中
の、

「

精
紳
の

變
調
で

な
い

と

す
れ

ば、

心

理

上
に

此
女
を

ど

う

解
釋
が

出
來
よ
う
」

と

い

ふ

部
分

で

博
士

は

妻
を
世
の

中
の

何
處
に

も
ゐ

な

い、

特
殊
な、

異
常
な
女
と

見
做
し

て

ゐ

る。

し

か

し
何
行
か

先
の、

「

こ

れ
も
あ
ら

ゆ

る

値
踏
を
踏
み

代
へ

る
今
の

時
代
の

特
有
の

産
物
か

知

ら

ん
」

と
い

ふ

呟
き
に

は

こ

れ
と

は

少
し

違
つ

た

含
み

が

忍
ば
せ

ら

れ
て

ゐ
る
や

う
に

思
は

れ

て

な
ら

な

い
。

時
代
が

時
代
だ

か

ら

お

れ

の

妻
の

や
う
な
女
は

他
に

だ
つ

て

ゐ

る

か

も
知
れ

な
い
、

と

い

ふ

の

が

そ

の

含
み

で

あ

り、

こ

の

食
ひ

違
ひ

に

は

興

味
を

そ

そ
ら

れ

る。
　

前
者
に

お
い

て

博
士

は

自
分
の

例
外
的
な
家
庭
を
世
間

の

健
康
な、

常
識
的
な

家
庭
に

對

置
さ
せ

て

ゐ

る

と

言
へ

よ
う

。

一

方、

後
者
で

は、
「

あ
ら

ゆ

る

値
踏45
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明

星
大

学
研

究
紀

要
【
日

本
文

化
学
部

二
言
語

文
化

学
科】
第
四

号
　一
儿
九

六

年

を
踏
み

代
へ

る

今
の

時
代
L

と

い

ふ

批
評
を
軸
に

し

て、

自
分

の

家
庭
の

毒
は
他

の

家
庭
の

毒
に

も
な

り

得
る

と

考
へ

て

ゐ

る

こ

と

に

な
り
は

し

な
い

か
。

　

私
は

『

半

日
』

執
筆
の

動
機
を
二

つ

に

分

け
て、

そ

の

第
｝

を
生
活
の

危
機
の

克
服
に

賭
け

た

冒
險
と

し
た

が、

危
機
と

い

ふ

こ

と

で

は、

作
者
の

中
に、

そ

の

生
活
の

危
機
は

瓩
會
の

危
機
に

な
る
か

も
知
れ

な

い

と

い

ふ

覗
點
が

存
し
て

ゐ

た

や
う
に

思
ふ
。

こ

れ

は

「

あ
ら
ゆ

る
値
踏
を
踏
み

代
へ

る

今
の

時
代
」

と
い

ふ

言

ひ

方
か

ら

も、

鴎
外
の

他
の

作
品

の

特
質
か

ら
も、

ほ

ぼ

確
實
に

言
へ

る
こ

と

で

あ

る。

そ

こ

で

『

半
日

』

の

第
三

の

動
機
と

し
て、

作
者
は

彼
の

家
庭
の

状
況

を

敢
へ

て

入
目
に

曝
す
こ

と

に

よ
つ

て
、

さ

う
い

ふ

家
庭
が

ふ

え
て

行
く
の

を
少

し

で

も
防

が

う
と

し

た

の

だ

と

考
へ

た

く
な
る

の

だ

が、

唯、

問
題
な
の

は、

こ

れ

が

作
者
に

よ

つ

て

何
處
ま
で

明

確
に

意
識
さ

れ

た

動
機
だ
つ

た

の

か

と

い

ふ

こ

と

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
。

　

清
田

文

武
は

山

出
晃
と
い

ふ

人
の

言
説
を
次
の

や

う
に

紹
介
し

て

ゐ

る。

由

田

晃
は、

（
中
略）

明

治
天

皇
が

父

帝
の

靈
を

ま

つ

る

孝
明

天
皇

祭
す
な

わ

ち
國
家
的
な
「

孝
」

の

大
禮
の

日

に

焦
點
を
當
て

た

こ

と

か

ら、

こ

の

作

品

を
「

孝
の

國
の、

孝
の

家
庭
の、

孝
の

日

の
、

半

日

の

物
語
に

ほ

か

な
ら

ぬ
」

と

し、

こ

の

半
目

の

「

波
瀾
が、

當
事
者
と

そ

の

家
庭
の

危
機
た

る

に

と

ど

ま
ら

ず、

時
代
と

肚
會
の

危
局
の

豫
報
た

り

え
て

い

る

こ

と

を
指
し
示

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　バ
ビ　

し

た
」

も

の

と

解
釋

す
る。

　

私
に

は

こ

の

指
摘
の

前
半

は

大
い

に

疑
問
で

あ
る

。

孝
明

天

皇
に

孝
の

字
が

含

ま
れ
て

ゐ

る

か

ら

と

い

つ

て、

そ
れ
を
孝
の

徳
目
に

こ

れ

ほ

ど
直
線
的
に

結
び

つ

け
な
け

れ

ば

な
ら

な
い

で

あ
ら

う
か
。

勿
論、

こ

れ
は
鴎
外
が

さ
う
い

ふ

こ

と

を

考
へ

て

ゐ

た

の

だ

ら
う
か

と

い

ふ

意
味
で

あ
る
。
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し

か

し

引
用
文

の

後
半

の

部
分
に

は
傾
聽
す
べ

き

で

あ

る

と

思

ふ
。

山

田

の

原

文
に

當
つ

た

わ

け

で

は

な

い

の

で、

鴎
外
が

『

半
日

し

に

よ
つ

て

「

時
代
と

肚
會

の

危
局
」

を

意
識
的
に

「
豫
報
」

し
た

と

彼
が

考
へ

て

ゐ

る

の

か

ど

う
か

定
か

で

は

な
い

け
れ

ど
。

　

こ

と

に

よ
る
と

そ
れ
は
明
確
な
動
機
で

は

な

か

つ

た
の

か

も
知

れ

な

い
。

し

か

し

文
學
作
品

に

お

い

て

は

屡
々
、

作
者
が

自

覺
的
動
機
の

裏
に

潜
む

動
機
を
い

は

ば

嗅
ぐ
や

う
に

し

な

が

ら

書
く
こ

と

が

起

る
。

　

こ

の

問
題
で

は、

自
然
主
義
の

作
品
に

は

あ
り

さ
う
も
な

い

瓧
會
的
責
任
の

意

識
が

『

半

日
』

に

感
じ

ら
れ

る

こ

と

を
考
へ

舎
せ

て

も
よ
い

で

あ

ら

う
。

　

研
究
家
は

と

か

く
『

半
日

』

の

周
邊
に

だ

け
眼
を
注
ぎ
が

ち

で

あ
る

が、

こ

れ

を
鴎
外
の

他
の

作
品、

た

と
へ

ば

『

安
井
夫
人』
（

大
正

三

年）
、
『
ち

い

さ

ん

ば

あ
さ
ん
』

（
大
正

四

年
）

、
『
澁
江
抽
斎
』

（

大
正

五

年）

な

ど

に

比
べ

て

見
る

こ

と

も
出
來
る
の

で

あ
る。

鴎
外
が

こ

れ

ら

の

作
品

の

中
で

描
い

た

の

は、

嫁
し

た

家

に

す
べ

て

を
捧
げ

る
こ

と

で

己
が

誇
り

を
全

う
し

た

女

達
で

あ
る

。

『

安
井
夫
入
』

の

佐
代、

『

ち
い

さ

ん

ば

あ

さ

ん
』

の

る

ん、
『

澁
江
抽
斎
』

の

五

百
の

や
う
な、

献
身
と
自
己
犠
牲
の

精
紳
の

持
主
は

明

治、

大
正
の

代
に

は

さ

す
が

に

少
な
か

つ

た

で

あ
ら
う

。

い

や、

封
建

時
代
に

お
い

て

す
ら、

さ
う
多
く

は

な
か

つ

た

に

違

ひ

な
い
。

と

す
れ
ば

彼
女
達
を
造
型

し
た

鴎
外
の

胸
底
に

は、

秕

會
に
一

つ

の

規

範
を
示
す
こ

と

で、

そ
の

崩
壊
を
及
ば

ず
な
が

ら

食
ひ

止
め

た

い

と
い

ふ

心

理

が

働
い

て

ゐ

た

も
の

と

考
へ

ら
れ

よ
う。

　
『

半

日
』

と

こ

れ

ら
の

諸
作
は
一

枚
の

貨
幣
の

表
と

裏
の

や

う
な

も
の

で

あ
る。

い

つ

れ

の

場
合
に

も
作
者
は

不

在
の

感
覺
か

ら

出
發
し

て

ゐ

る。

　
鴎
外
の

處
女

作
で

あ
る

『

舞
姫
』

は

青
春
を
失
つ

た

地

點
か

ら

書
か

れ

た

と

こ

ろ

の、

歎
き

の

詩
で

あ
る

と

は

よ

く
言
は

れ
る
こ

と

だ

が、

喪
失
の

感
情
は

彼
の

他
の

作
品

を

も
特
徴
づ

け
て

ゐ

る。

や

や
過
褒
の

き
ら

ひ

は

あ
る

か

も
知

れ
な
い
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が、

鴎

外
は

そ
の

古
め

か

し

い

外
觀

に

も
か

か

は

ら

ず、

樂
園
か

ら
追
放
さ

れ
た

近
代
人

と

し

て

生
き
た

の

で

は
な
か

つ

た

か

と

い

ふ

氣
が

す
る

。

「

（

私
が
）

此
家
に

來
た

の

は、

あ
な
た

の

妻
に

な
り

に

來
た

の

で、

あ
の

人
の

子

に

な
り

に

來
た

の

で

は

な

い

匝
と

い

ふ

奥
さ
ん

の

科
白
を
誰
も
が

當
然
靦

す
る

や

う
に

な
つ

た
時、

『

半
日

』

は

作
品

と

し

て

の

生

命

を
終
へ

る
で

あ
ら
う。

そ

し

て

そ
れ

は

『

安
井
夫
人
』

『

ち

い

さ
ん

ば

あ
さ
ん
』

『

澁
江
抽
斎』

等
の

名
作
が

顧

み

ら

れ

な
く
な
る

時
で

も
あ

ら

う。

付
記

註

右
は

長
い

論
文
の
一

部
と

し
て

構
想
し

た

も
の

で

あ
り、

從
つ

て

未
完

で

あ
る。

筆
者
の

も
く
ろ

み

と

し

て

は、

現

代
に

至
る

ま

で

の

様
々

の

作
品
を
取
上

げ
よ

う
と

考
へ

て

ゐ

る
。

註
は

章
別
に

つ

け

る
こ

と
に

す
る。
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「
蒲
團』
　

三

十
四
ペ

ー
ジ

同

右

　
四

十

七
ペ

ー

ジ

同
右

　
三

十

九
ペ

ー

ジ

同
右

　
四
十

八
ぺ

ー

ジ

問
右

三

十

四
ペ

ー

ジ

『
半
日
』

　

森
鴎

外
集
（
筑
摩
書

房・
現

代
日

本
文

學
全

集
7

　
昭
和
二

十
八

年V

『
父
親

と
し

て
の

森
鵙

外』
（
大
雅

書
店

　
昭
和

三

十
年）
　
一
四

七
ぺ

ー

ジ

「
森

鴎
外

−
基
層
的

論
究』
（
八

木
書
店

　
平
成

元
年∀
　
一
八

八
ペ

ー
ジ

同
右

　一
九
四
ペ

ー
ジ

同
右

　一
九
Q
ぺ

ー
ジ

『

半

日』
　

二

十
九
ぺ

ー
ジ

同
右

　
三

十
二
ペ

ー
ジ

『
鴎
外

文
芸
の

研

究
　
中
年
期

篇』
〔
有
精
堂

出
版

　一
九
九
一
年｝

尚、
山

田

晃
の

文
は

『］
半
日」
閑
話』
（『
古

典
と

現

代』
46
　
昭
和
五

十
三

年）

こ

と
で

あ

る。

『
半
日」
　

二

十
四
ペ

ー

ジ

三

十
ペ

ー
ジ

に

収

録
さ

れ
て

ゐ

る
と

の
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『
東
京
の

三

十
年
悼

　

定
本

花
袋
金

集
・
第
十
五

巻

（
内
外

書
籍
・
昭
和

十
二

年
．
初

版
　
臨

川
書
店
．
平
成

六

年
・
復

刻
版）
　

五
九
九

ー
六
〇
一
ペ

ー

ジ

『
蒲
團』
田
山
花

袋
集
（
筑

摩

書
房・
現
代
日

本
文

學
全

集
9

　
昭
和
三

十

年）
　

三

十
二
ペ

ー
ジ

」

浦

圃』
　
一
二

十
＝｝
ぺ

ー
ジ

「
田
山

花
袋
論』
　

中

村
光
夫
全

集
・
第
三

巻
（
筑

摩

書
房

　
昭

和

四
十
七

年∀
　

二

七
七
ペ

ー
ジ

「
早

稻
田
文
學」
明
治

四
十
年

十
月

吻
蒲

團』
合

評・
所
収

　
近
代

文

学
評

論
大

系・
第
三

巻
（
角

川
書
店

　
昭

和
四

十
七
年）
　

四
二

七
ペ

ー

ジ

『
蒲
團』
　
一
二

十一
べ

ー
ジ

「
早
稻
田
文

學」
『
蒲

團』
合
評

　
四

二

二

ペ

ー
ジ

『
東亠
从

の一
二

十
年』
　

六

〇
一
ペ

ー

ジ

「
早
稻
田

文
學」
「
蒲
團』
合

評

　
四

二

九
ペ

ー

ジ

同

右

　
四

三一
ペ

ー
ジ

（
署
名
は

「
星

月

夜」）

近
代

日

本
文
學
に

表

れ
た

家
庭
像

和
田
正

美


