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は
じ
め
に

　

従
来
の
坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』（
一
八
八
五
〔
明
治
一
八
〕
─
八
六
〔
明

治
一
九
〕
年
）
に
関
す
る
研
究
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
人に
ん
じ
や
う情
」
論
な
ど
は
じ
め
、

全
九
冊
上
下
巻
で
刊
行
さ
れ
た
『
小
説
神
髄
』
の
う
ち
、
主
に
前
半
の
理
念
的

な
内
容
が
書
か
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
論
考
が
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え

ば
、
早
く
吉
田
精
一
が
「
神
髄
の
特
色
と
し
て
写
実
の
主
張
を
挙
げ
る
こ
と
が

出
来
る
。
い
は
ゆ
る
「
世
態
人
情
」
を
描
く
の
が
、
小
説
の
目
的
で
あ
る
。」

と
し
て
「
小せ
う
せ
つ説
の
主し
ゆ
が
ん眼
」
に
お
け
る
「
写
実
主
義
」
に
つ
い
て
論
じ
た
ほ
か
（
１
）、

小
田
切
秀
雄
は
「「
人
情
」
の
把
握
の
仕
方
」
に
、
現
実
に
密
着
し
人
間
に

と
っ
て
の
真
実
を
描
く
と
い
う
と
い
う
意
味
で
の
文
学
の
近
代
性
を
見
い
だ
し

た（２
）。
ま
た
、
谷
沢
永
一
は
「
人
情
」
論
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
き

た
「
小せ
う
せ
つ説
の
主し
ゆ
が
ん眼
」
に
つ
い
て
、「
小
説
の
本
質
や
方
法
に
対
す
る
沈
思
・
洞

察
・
分
析
に
基
く
の
で
は
な
く
、
彼
の
社
会
観
の
直
線
的
な
小
説
へ
の
適
用
と

し
て
発
案
さ
れ
て
い
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
３
）。

　

こ
う
し
た
初
期
の
研
究
や
評
論
に
対
し
て
前
田
愛
は
、「
小せ
う
せ
つ説
の
主し
ゆ
が
ん眼
」
に

あ
る
「
見み

え
が
た
き
も
の
を
見み

え
し
む
る
」
と
い
う
記
述
を
め
ぐ
っ
て
、
逍
遙

が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
美
学
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
、
ベ
イ
ン
の
心
理
学
を
援
用

し
た
も
の
と
位
置
づ
け
、
そ
の
中
で
特
に
ベ
イ
ン
の
心
理
学
を
用
い
た
こ
と
で

「
観
察
者
と
観
察
さ
れ
る
〈
風
景
〉
と
の
分
裂
」
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
が

『
小
説
神
髄
』
に
お
け
る
「
写
実
」
の
論
理
だ
と
し
て
い
る
（
４
）。
一
方
で
比
較
的

新
し
い
研
究
と
し
て
、
小
平
麻
衣
子
が
「
小せ
う
せ
つ説
の
変へ
ん

遷せ
ん

」
を
中
心
に
、『
小
説

神
髄
』
に
お
け
る
演
劇
と
小
説
と
の
関
係
を
考
察
し
た
も
の
は
挙
げ
ら
れ
る
が
、

や
は
り
前
半
部
分
の
理
念
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
が
論
の
中
心
と
な
っ
て

い
る
（
５
）。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
し
、
亀
井
秀
雄
に
よ
る
『
小
説
神
髄
』
に
つ
い
て

の
一
連
の
研
究
は
、「
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
上
巻
の
原
理
論
的
な
部
分
に
集
中

し
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
材
源
を
探
し
、
逍
遙
の
「
近
代
文
学
」
理
解
の
水
準
を

測
定
す
る
こ
と
で
は
そ
れ
な
り
の
成
果
を
挙
げ
て
き
た
が
、
下
巻
の
小
説
作
法

的
な
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
。」
と
、
批
判
的
な
観
点
か

ら
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
（
６
）。
た
し
か
に
、『
小
説
神
髄
』
の
後
半
部
分
を
と
り

あ
げ
た
論
と
し
て
は
、
石
田
忠
彦
の
よ
う
に
「
小せ
う

説せ
つ

の
裨ひ

益え
き

」
を
中
心
に
『
小

説
神
髄
』
に
見
ら
れ
る
小
説
の
功
利
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
触
れ
た
も
の
や
（
７
）、
中

野
三
敏
が
『
小
説
神
髄
』
の
後
半
部
分
を
「
小
説
作
法
諸
論
」
と
位
置
づ
け
た

「H
ero

」
と
「
男を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」

─
反
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
と
し
て
の
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』

─
大

橋

崇

行
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上
で
い
わ
ゆ
る
曲
亭
馬
琴
批
判
と
さ
れ
た
部
分
に
言
及
し
た
も
の
の
ほ
か
、
柳

田
泉
が
『「
小
説
神
髄
」
研
究
』（
明
治
文
学
研
究　

第
二
、
春
秋
社
、
一
九
六

六
年
）
で
『
小
説
神
髄
』
の
全
体
を
注
釈
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
は
あ
る

も
の
の
、
や
は
り
『
小
説
神
髄
』
の
後
半
部
分
は
あ
ま
り
分
析
対
象
に
な
っ
て

こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
、
亀
井
秀
雄
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
特
に
『
小
説
神
髄
』
の
後
半
部
分
が
江
戸
文
学
の
改
良
と
し
て
近
代
文
学

を
考
え
よ
う
と
す
る
側
面
が
強
い
こ
と
や
、
ハ
ウ
ツ
ー
本
的
な
小
説
作
法
書
と

し
て
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
（
８
）、
そ
う
し
た
内
容
を
前
半
の
理
念
的
な
論
考
よ
り

も
下
位
の
も
の
、
よ
り
価
値
の
低
い
も
の
と
し
て
見
る
枠
組
み
が
、
少
な
か
ら

ず
働
い
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
小
説
神
髄
』
は
、
同
時
代
に
お
け
る
英
語
圏
の
修
辞
学

（Rhetoric

）
を
数
多
く
参
照
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
修
辞
学
は
、

文
法
論
（Gram

m
ar

）
を
学
ん
だ
後
、
文
章
符
号
の
使
い
方
や
文
を
よ
り
効

果
的
に
表
現
す
る
方
法
か
ら
入
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
文
体
の
差
異
と
そ
の

具
体
的
な
書
き
方
に
つ
い
て
学
ん
で
い
く
領
域
と
し
て
学
ば
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
こ
う
し
た
修
辞
学
が
学
術
領
域
と
し
て
持
っ
て
い
る

枠
組
み
を
逍
遙
が
受
容
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
修
辞
学
の
特
に
文
章
の
書
き
分

け
や
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
枠
組
み
を
め
ぐ
る
内
容
が
『
小
説
神
髄
』
に
反
映
さ
れ

て
い
た
だ
け
で
な
く
、『
小
説
神
髄
』
全
体
の
構
造
は
前
半
の
理
念
的
な
部
分

と
後
半
の
実
用
的
な
部
分
と
が
一
体
の
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

の
設せ
つ

置ち

」
の
ほ
か
、「
小せ
う

説せ
つ

の
裨ひ

益ゑ
き

」「
脚し
く
み色

の

法は
ふ

則そ
く

」「
叙じ
よ

事じ

法は
ふ

」
な
ど
『
小
説
神
髄
』
の
後
半
部
分
を
中
心
に
検
討
し
た
上

で
、
前
半
部
分
の
理
念
的
な
記
述
も
含
め
て
再
読
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ま
ず
は
「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

の
設せ
つ

置ち

」
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。
そ
の
中
で
逍
遙
が
示
し
た
論
理
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
逍
遙
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て

い
た
同
時
代
の
英
語
圏
の
言
説
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の

か
を
確
認
し
、『
小
説
神
髄
』
全
体
の
論
理
を
再
読
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一　

翻
訳
語
と
し
て
の
「
男を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」「
女め

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」

　
『
小
説
神
髄
』「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

の
設せ
つ

置ち

」
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　

主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

と
は
何な
に

ぞ
や
小せ
う

説せ
つ

中ち
う

の
眼が
ん

目も
く

と
な
る
人じ
ん

物ぶ
つ

是こ
れ

な
り
或あ
る
ひ

は
之こ
れ

を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
命な
づ

く
る
も
可か

な
り
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

の
員か
ず数
に
は
定て
い
げ
ん限
な
し
唯た
だ

一ひ
と
つ個
な
る
も

あ
り
二ふ
た
つ個
以い

上じ
や
う

な
る
も
あ
り
さ
れ
ど
も
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

の
無な

き
こ
と
は
な
し
蓋け
だ

し
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

欠か
け

た
ら
ん
に
は
彼か

の
小せ
う

説せ
つ

に
て
必ひ
つ

要え
う

な
る
脈み
や
く

絡ら
く

通つ
う

徹て
つ

と
い
ふ

事こ
と

を
ば
ほ
と
〳
〵
行お
こ
な

ふ
を
得え

ざ
れ
ば
な
り

　

主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

に
男な
ん

女に
よ

の
別べ
つ

あ
り
男だ
ん

性せ
い

な
る
者も
の

を
男を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
い
ひ
女に
よ

性せ
い

な
る
者も
の

を
女め

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
い
ふ
夫そ

れ
小せ
う

説せ
つ

は
人に
ん

情じ
や
う

を
語か
た

る
も
の
な
る
か
ら
お
の
づ
か

ら
男な
ん

女に
よ

の
相さ
う

思し

を
説と

か
ざ
る
を
得え

ず
是こ
れ

小せ
う

説せ
つ

に
男を

女め

の
本ほ
ん

尊ぞ
ん

あ
る
所ゆ
ゑ
ん以
な

り

�
（
坪
内
雄
蔵
『
小
説
神
髄
』
下
巻
第
九
冊
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置

」、
四
一
丁
オ
）

　

冒
頭
の
「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

と
は
何な
に

ぞ
や
」
と
い
う
一
文
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置

」
の
章
は
小
説
に
お
け
る
作
中
人
物
の
造
形
の
あ
り
方
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
男だ
ん

性せ
い

な
る
者も
の

を
男を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
い
ひ
女に
よ

性せ
い

な
る
者も
の

を
女め

本ほ
ん

尊ぞ
ん

と
い
ふ
」
と
し
、「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

」
を
「
本ほ
ん

尊ぞ
ん

」
と
言
い
換
え
た
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上
で
、
男
性
を
「
男を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」、
女
性
を
「
女め

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

ま
ず
、
こ
こ
で
い
う
「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

」
は
現
代
の
よ
う
に
物
語
の
中
心
に
な
る
一

人
の
人
物
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
語
に
お
け
る
主
要
人
物
と
い
う

程
度
の
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
「
本
尊
」
と
い
う
用
語
で

そ
れ
を
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
違
和
感
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
大
槻
文
彦
『
言
海
』（
一
八
八
九
〔
明
治
二
十
二
〕
─
九
一
〔
明

治
二
十
四
〕
年
）
で
「
ほ
ん
─
ぞ
ん
（
名
）
本
尊　

寺
院
ニ
テ
、
主
ト
シ
テ
崇

ム
ル
仏
像
。
ホ
ゾ
ン
。」（
九
三
三
頁
）、
平
文
先
生
編
訳
『
和
英
語
林
集
成
』

初
版
「
和
英
の
部
」（
一
八
六
七
〔
慶
応
三
〕
年
）
で
「H

O
N

─ZO
N

,�

ホ
ン

ゾ
ン,�

本
尊,�n.　

T
he�principal�idol�in�a�Buddhist�tem

ple.

」（
一
二
四

頁
）、
大
原
鉄
蔵
編
『
和
英
新
字
典　

伊
呂
波
引
』（
一
八
八
八
〔
明
治
二
十

一
〕
年
）
で
は
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
形
で
、「
本
尊　

ホ
ン
ゾ
ン　

Principal�
idol.

」（
七
二
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
本
尊
」
は
あ
く
ま
で
仏
像
の
拘

わ
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
、
翻
訳
語
と
し
て
も
同
じ
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い

た
。

　

一
方
で
逍
遥
は
、『
小
説
神
髄
』
に
先
立
っ
て
『
中
央
学
術
雑
誌
』
で
発
表

し
た
「
仮つ
く
り作
物
語
の
変
遷
」（『
中
央
学
術
雑
誌
』
第
五
号
、
一
八
八
五
〔
明
治

一
八
〕
年
五
月
一
〇
日
）
で
、
す
で
に
「
之
を
要
す
る
に
其
演
劇
の
本
尊
す
な

は
ち
主
人
公
（
比
イ
ロ
ウ
）
が
其
結
局
の
齣
に
い
た
り
て
は
か
な
き
最
後
を
遂

ぐ
る
と
い
ふ
い
と
浅
ま
し
く
悲
し
げ
な
る
趣
向
を
旨
と
な
す
も
の
な
り
」（
九

頁
）
と
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
が
『
小
説
神
髄
』
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
引
き

継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
男を

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」
は
「H

ero

」
の
翻
訳
語
、
こ
れ
に
対

し
て
「
女め

本ほ
ん

尊ぞ
ん

」
の
ほ
う
は
お
そ
ら
く
「H

eroine

」
の
翻
訳
語
と
し
て
用
い

た
も
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
（
９
）。

　

し
た
が
っ
て
ま
ず
は
、
同
時
代
の
英
語
圏
に
お
い
て
「H

ero

」「H
eroine

」

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
枠
組
み
で
ど
の
よ
う
な
思
考
が
こ

の
時
期
の
逍
遙
に
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
『
小
説
神
髄
』
に
入
り

込
ん
で
き
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

二　
「H

ero

」「H
eroine

」「C
haracter

」
言
説

　

た
と
え
ば
、「H

ero

」「H
eroine

」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
枠
組
み

が
示
さ
れ
て
い
た
。

　
　

T
H

E
�H

E
R

O
IN

E
�

─�T
he�heroine�is�alw

ays�in�love,�
generally�w

ith�the�hero,�but�in�som
e�instances�w

ith�a�m
inor�

character.�She�is�lovely,�patient,�incorruptibly�constant,�and�
very�m

uch�oppressed.�T
his�rule�is�alm

ost�arbitrary;�hence�
nothing�m

ore�can�be�said�about�her:�pass�w
e,�therefore,�to.

（R
eal N

ature and N
ovelistsʼ N

ature, Cham
bersʼ E

dinburgh 
Journal,�D

ecem
ber�2,�1843,�p1

）

　
『Cham

bersʼ E
dinburgh Journal

』
は
『Cham

bersʼ Inform
ation 

for the people

』
の
版
元
で
あ
る
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
（Cham

bers

）
が
刊
行
し

て
い
た
雑
誌
で
あ
り
、
こ
こ
で
編
成
さ
れ
た
言
説
の
多
く
が
『Cham

bersʼ 
Inform

ation for the people

』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
同
書
の
一
八
六
七
年
版
（
第
四
版
）
が
明
治

六
年
か
ら
『
百
科
全
書
』
と
し
て
文
部
省
に
よ
っ
て
翻
訳
、
刊
行
さ
れ
、
第
二

十
冊
の
菊
池
大
麓
『
修
辞
及
華
文
』（
一
八
七
九
〔
明
治
一
二
〕
年
）
な
ど
を
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は
じ
め
、『
小
説
神
髄
』
に
お
い
て
も
多
く
参
照
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

引
用
箇
所
で
は
「T

he�heroine�is�alw
ays�in�love

」
以
下
、「H

eroine

」

と
は
「H

ero
」
や
物
語
の
脇
役
と
常
に
恋
愛
関
係
に
あ
る
人
物
で
あ
り
、
そ

う
し
た
物
語
が
非
常
に
恣
意
的
に
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
、「H

ero
」「H

eroine

」
の
上
位
概
念
と
し
て
「Character

」
と

い
う
用
語
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
言
説
に
逍
遙
が
触
れ
て
い
れ

ば
、『
小
説
神
髄
』
で
用
い
ら
れ
た
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
」
が
「Character

」
の
翻
訳
語

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
「H

ero

」「H
eroine

」
を
め
ぐ
っ
て
特
徴
的
に
見
ら
れ
る

の
は
、
物
語
に
お
け
る
人
物
造
形
の
類
型
性
、
様
式
性
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

　
　

T
he�stories�w

hich�have�the�heroine,�so�to�speak,�for�their�
hero,�supply�abundant�instances�of�picturesque�effects,�due�to�
the�contrast�of�firm

ness�and�sym
pathy,�strength�and�

tenderness,�self-dependence�and�self-surrender,�"sw
eetness�

and�light,"�in�the�central�figure.�T
he�strong�independent�

w
om

an,�quite�able�to�take�care�of�herself�

─and�other�people�
too�

─�becom
es�transform

ed,�w
ithout�being�changed,�into�the�

loving,�dependent�w
om

an,�w
ho�finds�her�chief�joy�in�thinking�

the�thoughts,�and�feeling�the�aspirations,�and�taking�on�the�
w

ill�of�another�than�herself.

（Sophie�Bryant�D
.Sc.�Lond,�Short Studies in Character,�1894,�

p130

）

　

引
用
は
『
小
説
神
髄
』
よ
り
も
あ
と
の
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の

時
期
の
英
語
圏
に
お
け
る
「H

ero

」
と
「H

eroine

」
の
捉
え
方
が
端
的
な
形

で
表
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「T

he�strong�independent�w
om

an,

」
以

下
の
部
分
で
、「H

ero

」
と
「H

eroine

」
と
の
恋
愛
関
係
を
描
く
物
語
に
お

い
て
「H

eroine

」
は
自
立
し
た
強
い
女
性
で
あ
り
、「H

ero

」
の
願
望
や
意

思
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
す
愛
情
に
満
ち
た
存
在
と
し
て
い
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
が
き
わ
め
て
様
式
化
さ
れ
た
作
中
人
物
と
し
て
描

か
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
枠
組
み
は
、
次
の
資
料
で
も
確
認

で
き
る
。

　
　

Perhaps�the�m
ost�rem

arkable�fact�in�connection�w
ith�the�

genius�of�this�w
onderful�w

riter,�is�the�im
m

ense�variety�of�his�
characters.�In�alm

ost�all�other�fictitious�w
ritings,�w

e�
recognize�the�sam

e�hero,�appearing�in�different�form
s

─�
som

etim
es�seated�on�an�eastern�throne,�and�som

etim
es�

presiding�over�the�rude�cerem
onial�of�an�Indian�w

igw
am

;�
w

hile�the�sam
e�heroine�figures�in�the�"sable�stole"�of�a�

priestess,�or�in�the�borrow
ed�ornam

ents�of�a�banditʼs�bride.�
But�the�people�of�Shakespeare�am

ongst�w
hom

�w
e�seem

�to�
live,�are�in�no�w

ay�beholden�to�situation�or�costum
e,�for�

appearing�to�be�w
hat�they�really�are.�T

hey�have�an�actual�
identity

─�an�individuality�that�w
ould�be�distinctly�

perceptible�in�any�other�circum
stances,�or�under�any�other�

disguise.
�（Sarah�Stickney�Ellis,�G

uide to Social H
appiness,�1847,�p155

）
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こ
こ
で
は
、
一
般
的
な
「H

ero

」「H
eroine

」
の
人
物
造
形
つ
い
て
、
東

洋
の
玉
座
に
座
っ
た
り
、
あ
る
い
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
儀
式
を
司
る
と
い
っ
た

「H
ero

」
と
、
巫
女
の
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
り
、
山
賊
の
花
嫁
と
し
て
描
か

れ
る
よ
う
な
「H

eroine

」
と
い
っ
た
よ
う
な
人
物
造
形
の
あ
り
方
を
指
摘
し
、

そ
れ
ら
が
類
型
化
さ
れ
た
作
中
人
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
を
指
摘
す

る
。
そ
れ
に
対
し
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
描
く
作
中
人
物
に
つ
い
て
「the�

people�of�Shakespeare�am
ongst�w

hom
�w

e�seem
�to�live,�are�in�no�

w
ay�beholden�to�situation�or�costum

e,�for�appearing�to�be�w
hat�

they�really�are.

」
と
述
べ
、
あ
た
か
も
現
実
に
い
る
一
人
の
人
間
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
テ
ク
ス
ト

を
他
の
物
語
に
対
し
て
よ
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
英
語
圏
の
「H

ero

」「H
eroine

」「Character

」
を
め
ぐ
る

言
説
の
中
で
、
坪
内
逍
遙
が
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
高
い

と
思
わ
れ
る
も
の
が
、『Cham

bersʼs inform
ation for the people

』
一
八

五
六
年
版
で
「Epic�Poetry

」
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

Plot�interest�is�the�life�and�soul�of�the�epic�of�w
hatever�

country�or�tim
e.�A

�narrative�of�stirring�transactions,�w
ith�

hairbreadth�ʼscapes,�and�m
oving�incidents�by�fire�or�flood,�full�

of�breathless�interest�and�painful�suspense,�w
ith�trials�and�

difficulties�getting�thicker�and�thicker�around�the�path�of�
hero�and�heroine,�to�be�trium

phantly�and�m
arvellonaly�

dispersed�in�the�end

─these�are�the�m
agicianʼs�m

aterials�for�

engrossing�m
inds�young�and�old,�and�for�converting�sober�

reality�into�a�fairyland�of�day-dream
s.�T

he�w
ide�variety�of�

this�species�of�literature,�and�the�changes�that�it�has�
undergone�betw

een�H
om

er�and�V
irgil,�and�dow

nw
ard�

through�m
edieval�rom

ance�to�the�novels�of�the�day,�w
ould�

require�an�elaborate�delineation,�w
hich�has�been�repeatedly�

attem
pted�in�the�m

ore�lengthened�w
orks�on�the�history�of�

literature.�T
he�greatest�and�m

ost�im
portant�peculiarity�in�the�

recent�course�of�such�productions,�is�the�endeavor�to�m
ake�

w
hat�is�exciting�in�plot�and�character�coincide�m

ore�and�
m

ore�w
ith�w

hat�is�real�in�life;�so�that�the�readers�m
ay�not�

have�their�m
inds�preoccupied�w

ith�false�and�deceptive�
notions�as�to�the�current�of�the�w

orld�and�the�characters�of�
m

en.

（E
pic Poetry, W

. and R
. Cham

bers, Cham
bersʼs inform

ation 
for the people,�N

ew
�Edition�V

ol.2,�1856,�p750

）

　

こ
こ
で
は
「trials�and�difficulties�getting�thicker�and�thicker�around�

the�path�of�hero�and�heroine

」
と
、「H

ero

」「H
eroine

」
が
行
く
手
を

阻
む
幾
多
の
試
練
や
困
難
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
「T

he�greatest�and�m
ost�im

portant�peculiarity�
in�the�recent�course�of�such�productions,�

」
以
下
、
現
代
の
物
語
で
は

物
語
が
よ
り
現
実
の
生
活
に
接
近
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
描

か
れ
る
人
間
の
性
格
と
し
て
の
「Character

」
が
欺
瞞
的
な
概
念
と
し
て
描
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か
れ
る
こ
と
が
な
い
、
つ
ま
り
、
現
実
に
存
在
し
得
な
い
よ
う
な
様
式
化
さ
れ

た
人
物
で
あ
っ
た
り
、
物
語
の
中
で
一
定
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
り
す
る

も
の
と
し
て
描
か
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ

れ
を
現
代
の
視
点
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
に
お
け
る

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て
作
中
人
物
が
描
か
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
よ
り

現
実
そ
の
も
の
を
物
語
世
界
と
そ
こ
で
描
か
れ
る
作
中
人
物
と
に
反
映
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
近
代
の
小
説
だ
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
英
語
圏
に
お
け
る
「H

ero

」「H
eroine

」「Character

」

を
め
ぐ
る
言
説
で
は
、
様
式
化
、
類
型
化
さ
れ
た
作
中
人
物
が
物
語
世
界
で
一

定
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
上
で
よ
り
複
雑
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、
よ
り
現
実
そ
の
も
の
と
接
続
し
た
作
中
人
物
や
物
語

へ
の
移
行
を
進
化
論
の
枠
組
み
で
捉
え
、
そ
の
よ
う
に
変
容
し
た
結
果
、
い
か

に
現
実
を
言
葉
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う

位
相
で
近
代
の
物
語
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三　
「
現げ
ん
じ
つ
は

実
派
」
の
「
主し
ゆ

人じ
ん

公こ
う

」

　

以
上
の
よ
う
な
英
語
圏
の
言
説
で
編
成
さ
れ
て
い
た
「H

ero

」「H
eroine

」

「Character

」
の
発
想
を
踏
ま
え
る
と
、
逍
遙
が
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置
」
で
近
代

に
お
け
る
小
説
を
ど
の
よ
う
に
書
く
べ
き
だ
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
と
い
う

方
向
性
が
見
え
て
く
る
。

　

主し
ゆ
こ
う公

を
造ぞ
う
さ
く作

す
る
に
二に

流り
う
は派

あ
り
一い
つ

を
現げ
ん
じ
つ
は

実
派
と
称し
よ
う

し
一い
つ

を
理り
さ
う
は

想
派

と
称し
や
う

す
所い
は
ゆ
る謂
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
は
現げ
ん

に
あ
る
人ひ
と

を
主し
ゆ
こ
う公
と
す
る
あ
り
現げ
ん

に
在あ

る
人ひ
と

を
主し
ゆ
こ
う公

と
す
る
と
は
現げ
ん
ざ
い在

社し
や
く
わ
い会

に
あ
り
ふ
れ
た
る
人ひ
と

の
性せ
い
し
つ質

を
基き
ほ
ん本

と

し
て
仮か
く
う空
の
人じ
ん
ぶ
つ物
を
つ
く
る
こ
と
な
り
為た
め
な
が
し
ゆ
ん
す
ゐ

永
春
水
を
は
じ
め
と
し
て
其そ
の

流な
が
れ

を
汲く

む
人に
ん
じ
や
う情
本ほ
ん

作さ
く
し
や者
は
み
な
此こ
の

流り
う
は派
の
者も
の

な
る
べ
し
所い
は
ゆ
る謂
理り
そ
う
は
想
派
は

之こ
れ

に
異こ
と

な
り
人に
ん
げ
ん間
社し
や
く
わ
い会
に
あ
る
べ
き
や
う
な
る
人ひ
と

の
性せ
い
し
つ質
を
土ど
だ
い台
と
し

て
仮か
く
う空

の
人じ
ん
ぶ
つ物

を
作つ
く

る
も
の
な
り
。

�

（『
小
説
神
髄
』
下
巻
第
九
冊
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置
」、
四
三
丁
ウ
）

　
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置
」
で
は
、
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
る
人
そ
の
も
の
を
言

葉
に
よ
っ
て
描
こ
う
と
す
る
「
現げ
ん
じ
つ
は

実
派
」、
そ
し
て
、
現
実
の
社
会
に
い
る
人

間
の
「
性せ
い
し
つ質
」
か
ら
特
定
の
要
素
を
引
き
出
し
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
架
空
の
人
物
を
造
形
す
る
「
理り
さ
う
は
想
派
」
と
を
対
立
的
に
論
じ
る
。

す
な
わ
ち
、『Cham

bersʼs inform
ation for the people

』
一
八
五
六
年
版

の
「Epic�Poetry

」
と
同
じ
進
化
論
の
発
想
で
、
物
語
に
お
け
る
作
中
人
物

を
あ
り
方
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
に
よ
り
進
化
し
た
小
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が

「
為た
め
な
が
し
ゆ
ん
す
ゐ

永
春
水
を
は
じ
め
と
し
て
其そ
の

流な
が
れ

を
汲く

む
人に
ん
じ
や
う情
本ほ
ん

作さ
く
し
や者
は
み
な
此こ
の

流り
う
は派
の

者も
の

」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
旧
来
の
「
理り
さ
う
は
想
派
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
た
と
え
ば
「
八は
つ
け
ん
し
犬
士
は
仁じ
ん

義ぎ

礼れ
い

智ち

忠ち
う

信し
ん

孝こ
う

悌て
い

と
い
ふ
形け
い
じ
ゞ
や
う

而
上
の
性せ
い
し
つ質

を
ば
細こ
ま
か

に
解か
い
ぼ
う剖
分ぶ
ん
せ
き析
し
て
形け
い
じ
か
而
下
の
場ば
あ
い合
に
応お
う
よ
う用
な
し
」（『
小
説
神
髄
』
下

巻
第
九
冊
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置
」、
四
四
丁
オ
）、「
醜し
う
び美
善ぜ
ん
あ
く悪
曲き
よ
く
ち
よ
く直
正せ
い
じ
や邪
総そ
う

じ

て
作さ
く
し
や者

が
理り
そ
う想

に
な
り
且か
つ

其そ
の

工く
ふ
う夫

に
い
づ
る
が
ゆ
ゑ
に
ま
づ
あ
ら
か
じ
め
独ど
く
だ
ん断

も
て
醜し
う
び美

の
標ひ
や
う
じ
ゆ
ん準

を
定さ
だ

め
お
き
て
扨さ
て

善ぜ
ん
あ
く悪

の
人じ
ん
ぶ
つ物

を
ば
作つ
く

り
設も
う

く
る
を
必ひ
つ
え
う要

と
す
」（『
小
説
神
髄
』
下
巻
第
九
冊
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置

」、
四
五
丁
オ
─
四
五

丁
ウ
）
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
馬
琴
批
判
に
当
た
る
議
論
は
、
単
純
に
勧
善
懲
悪

の
物
語
を
批
判
し
た
だ
け
で
は
な
く
、「H

ero

」「H
eroine

」
的
な
作
中
人
物
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の
造
形
、
ま
さ
に
現
代
で
い
う
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
方
法

を
否
定
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、

「
仁じ
ん

義ぎ

礼れ
い

智ち

忠ち
う

信し
ん

孝こ
う

悌て
い

と
い
ふ
形け
い
じ
ゞ
や
う

而
上
の
性せ
い
し
つ質
」
を
分
析
し
て
そ
の
中
の
一
つ

の
性
質
を
与
え
て
作
中
人
物
を
造
形
す
る
、
あ
る
い
は
善
悪
や
正
邪
と
い
っ
た

物
語
に
お
け
る
役
割
に
あ
わ
せ
て
作
中
人
物
の
醜
美
を
決
め
て
し
ま
う
、
主
人

公
と
な
る
作
中
人
物
を
美
女
、
美
男
と
し
て
造
形
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
こ
う

し
た
発
想
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に

「
形け
い
じ
ゞ
や
う

而
上
の
性せ
い
し
つ質
を
ば
細こ
ま
か

に
解か
い
ぼ
う剖
分ぶ
ん
せ
き析
」
し
、
よ
り
複
雑
な
内
面
を
抱
え
た
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
「
理り
さ
う
は
想
派
」
の
範
疇
に
収
ま

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
」
が
用
い
る
よ
う
な
作
中
人
物
の
あ
り
方
こ
そ
が
、

新
し
い
近
代
社
会
に
お
い
て
書
か
れ
る
べ
き
「
小せ
う
せ
つ説
」
だ
と
い
う
。
こ
の
と
き

の
「
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
」
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

現げ
ん
じ
つ
は
実
派
は
前ま
へ

の
二に

派は

に
異こ
と

な
り
現げ
ん

に
あ
る
人ひ
と

を
主し
ゆ
こ
う公
と
す
る
な
り

梅う
め
ご
よ
み暦
の
丹た
ん
じ
ら
う
次
郎
源げ
ん
じ
も
の
が
た
り

氏
物
語
の
光ひ
か
る
き
み君
の
如ご
と

き
即す
な
は

ち
是こ
れ

な
り
春し
ゆ
ん
す
い
お
う

水
翁
の

時じ
だ
い代
に
は
丹た
ん
じ
ら
う
次
郎
其そ
の
ひ
と人
の
如ご
と

き
も
の
は
幾い
く
ら個
も
世よ

の
中な
か

に
あ
り
し
な
る
べ

く
又ま
た

式し
き

部ぶ

刀と

自じ

の
時じ
だ
い代
に
於お
い

て
は
彼か

の
光ひ
か
る
き
み君
に
似に

た
り
し
人ひ
と

現げ
ん

に

貴き
し
ん
ち
う

紳
中
に
あ
り
し
な
る
べ
し
さ
れ
ば
こ
そ
曲な
ま
も
の
し
り学

の
和わ
が
く
し
や

学
者
な
ん
ど
は

源げ
ん
じ
も
の
が
た
り

氏
物
語
を
評へ
う
ろ
ん論
し
て
時じ
せ
い世
を
諷ふ
う
か
い誡
せ
し
書ふ
み

ぞ
と
い
ひ
其そ
の

篇へ
ん
ち
う中
な
る
男な
ん
に
よ女

の
如ご
と

き
も
み
な
そ
れ
〴
〵
に
時と
き

の
人ひ
と

を
表へ
う

せ
し
も
の
ぞ
と
い
ひ
つ
た
へ
き

是こ
れ

は
な
は
だ
し
き
誤あ
や
ま
り謬
に
し
て
彼か
の

式し
き

部ぶ

刀と

自じ

が
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
の
作さ
く
し
や者
た
り
し
を

し
ら
ざ
る
も
の
な
り

�

（『
小
説
神
髄
』
下
巻
第
九
冊
「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置
」、
四
五
丁
オ
）

　

拙
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
）
（1
（

、
逍
遙
は
こ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
や

『
春
色
梅
児
誉
美
』
の
丹
次
郎
を
、
同
時
代
の
現
実
世
界
に
お
い
て
、
同
じ
よ

う
な
人
物
が
実
在
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
実
際
に
光
源
氏
や
丹
次
郎

の
よ
う
な
人
間
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
現
実
に

生
き
る
人
々
を
物
語
世
界
に
言
葉
に
よ
っ
て
再
現
し
た
も
の
と
し
て
、

「
現げ
ん
じ
つ
は

実
派
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
逍
遙
は
こ
の
よ
う
な

「
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
」
の
あ
り
方
を
基
本
と
し
、
こ
う
し
た
「
小せ
う
せ
つ説
」
を
改
良
し
て
い
く

こ
と
に
こ
そ
、
江
戸
期
ま
で
の
「
小せ
う
せ
つ説
」
と
は
こ
と
な
る
近
代
の
新
し
い
小
説

の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
そ
の
も
の
を
い
か
に

言
葉
に
よ
っ
て
再
現
す
る
か
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
を
以
て
近
代
に
お
け

る
「
小せ
う
せ
つ説
」
の
あ
り
方
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
理り
さ
う
は
想
派
」
が
持

つ
よ
う
な
現
代
で
い
う
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
方

法
こ
そ
が
、『
小
説
神
髄
』
の
議
論
に
お
け
る
仮
想
敵
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
本
論
の
冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、『
小
説
神
髄
』
前

半
の
理
念
的
な
部
分
と
、
後
半
の
具
体
的
な
小
説
作
法
の
部
分
と
は
一
体
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、『
小
説
神
髄
』
全
体

の
議
論
が
、
こ
う
し
た
「
現げ
ん
じ
つ
は

実
派
」
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
「
作さ
く
し
や者
は
時と
き

世よ

に
相あ
い

応お
う

じ
て
其そ
の

情じ
や
う
た
い態
を
模も
し
や写
す

る
の
み
」（『
小
説
神
髄
』
下
巻
第
七
冊
「
脚し
く
み色
の
法は
ふ
そ
く則
」、
二
七
丁
ウ
）
な
ど

の
よ
う
に
後
半
部
分
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
「
模も
し
や写
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、『
小

説
神
髄
』
前
半
部
分
の
い
わ
ゆ
る
「
人に
ん

情じ
や
う

」
論
と
一
体
と
し
て
論
理
が
構
築
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さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

稗は
い
く
わ
ん
し
や
り
う

官
者
流
は
心し
ん
り
が
く
し
や

理
学
者
の
ご
と
し
宜よ
ろ

し
く
心し
ん
り
が
く
理
学
の
道ど
う
り理
に
基も
と

づ
き

其そ
の

人じ
ん
ぶ
つ物
を
ば
仮つ

作く

る
べ
き
な
り
苟か
り

に
も
お
の
れ
が
意い
し
や
う匠
を
以も

て
強し
い

て

人に
ん
じ
や
う情

に
悖は
い
れ
い戻

せ
る
否い
な

心し
ん
り
が
く

理
学
の
理り

に
戻も
ど

れ
る
人じ
ん
ぶ
つ物

な
ん
ど
を
仮つ
く作

り
い

だ
さ
ば
其そ
の
じ
ん
ぶ
つ

人
物
は
已す
で

に
既す
で

に
人に
ん

間げ
ん

世せ

界か
い

の
者も
の

に
あ
ら
で
作さ
く
し
や者
が
想さ
う
ざ
う像
の

人じ
ん
ぶ
つ物
な
る
か
ら
其そ
の
き
や
く
し
よ
く

脚
色
は
巧た
く
み

な
り
と
も
其
そ
の
も
の
が
た
り
譚
は
奇き

な
り
と
い
ふ
と

も
之こ
れ

を
小せ
う
せ
つ説

と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
物も
の

に
た
と
へ
て
之こ
れ

を
い
は
ゞ

機あ
や
つ
り
に
ん
ぎ
や
う

関
人
形
と
い
ふ
者も
の

に
似に

た
り

�（
坪
内
雄
蔵
『
小
説
神
髄
』
上
巻
第
二
冊
、「
小せ
う
せ
つ説
の
主し
ゆ
が
ん眼
」、
二
〇
丁
ウ
）

　

逍
遙
に
よ
れ
ば
、「
理り
さ
う
は
想
派
」
の
方
法
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
「
作さ
く
し
や者
が

想さ
う
ざ
う像
の
人じ
ん
ぶ
つ物
」
は
作
者
に
よ
る
「
機あ
や
つ
り
に
ん
ぎ
や
う

関
人
形
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

ど
ん
な
に
物
語
や
作
中
人
物
と
し
て
巧
み
に
構
築
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
近
代

社
会
に
お
い
て
は
「
小せ
う
せ
つ説
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
小
説
を
書

く
「
稗は
い
く
わ
ん
し
や
り
う

官
者
流
」
が
「
心し
ん
り
が
く
理
学
の
道ど
う
り理
に
基も
と

づ
」
い
て
作
中
人
物
の
「
心し
ん
り理
」

を
分
析
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
「
人に
ん

間げ
ん

世せ

界か
い

の
者も
の

」
と

し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
田
愛
が
言
及
し
た
『
小

説
神
髄
』
に
お
け
る
ベ
イ
ン
の
心
理
学
の
援
用
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。「
現げ
ん
じ
つ実
」
に
あ
る
人
間
を
言
葉

に
よ
っ
て
作
中
人
物
と
し
て
造
形
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
人

物
を
、
現
実
に
在
る
人
間
の
「
心し
ん
り理

」
を
記
述
す
る
学
術
領
域
に
よ
っ
て
切
り

取
る
こ
と
が
で
き
、
だ
か
ら
こ
そ
「
小せ
う
せ
つ説

」
に
お
い
て
は
「
人に
ん
じ
や
う情

」
が
問
題

に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
小
説
神
髄
』
に
お
け
る
「
人に
ん
じ
や
う情

」
論
は
、
単
純
に
作
中
人

物
の
内
面
が
書
か
れ
て
い
た
り
、「
理り
さ
う
は
想
派
」
の
方
法
で
造
形
さ
れ
る
作
中
人

物
の
内
面
が
複
雑
化
し
、
よ
り
リ
ア
ル
な
作
中
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
で
「
小せ
う
せ
つ説
」
の
〈
近
代
〉
化
が
達
成
で
き
る
と
い
う
枠
組
み
を
示
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
小
説
神
髄
』
の
「
人に
ん
じ
や
う情

」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ

う
し
た
「
人に
ん
じ
や
う情
」
を
描
く
べ
き
作
中
人
物
の
作
り
方
や
「
現げ
ん
じ
つ実
」
と
物
語
と

の
関
係
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
物
語
の
作
り
方
と
い
っ
た
き
わ
め
て
具
体
的
な

「
小せ
う
せ
つ説

」
の
方
法
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
江
戸
期
以

来
の
「
理り
さ
う
は
想
派
」
が
持
っ
て
い
る
現
代
で
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
の
方
法
を

否
定
し
、「
現げ
ん
じ
つ実
」
を
言
葉
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
再
現
し
て
い
く
の
か
と
い

う
リ
ア
リ
ズ
ム
方
向
性
を
模
索
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
人に
ん
じ
や
う情
」
を

め
ぐ
る
『
小
説
神
髄
』
の
枠
組
み
が
、
後
半
の
小
説
作
法
を
示
し
た
部
分
と
前

半
の
理
念
的
な
記
述
と
を
併
せ
て
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、
初
め
て
明
ら
か
に
な

る
の
で
あ
る
。お

わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
『
小
説
神
髄
』「
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
の
設せ
つ
ち置
」
に
お
け
る
「H

ero

」

「H
eroine

」「Character

」
の
論
理
を
、
同
時
代
の
英
語
圏
の
言
説
と
の
拘

わ
り
か
ら
考
え
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
逍
遙
が
論
じ
た
「
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
」「
理り
さ
う
は
想
派
」

と
い
う
い
う
人
物
造
形
に
つ
い
て
の
枠
組
み
が
、
ど
の
よ
う
な
論
理
で
形
作
ら

れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
な
視
点
で
考
え
た
場

合
、
坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
日
本
に
お
い
て
も
っ

と
も
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
論
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持
っ
て

い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
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一
方
で
、
そ
れ
で
は
明
治
期
の
小
説
が
実
際
に
逍
遙
が
求
め
た
よ
う
な

「
現げ
ん
じ
つ
は
実
派
」
の
方
法
に
向
か
っ
て
い
っ
た
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
い
う

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
落
語
は
、
噺
家
が
歌
舞
伎
の
舞
台
で
演
じ
ら

れ
て
い
る
場
面
を
想
像
し
、
そ
こ
で
の
人
物
の
配
置
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、

そ
こ
で
描
か
れ
た
作
中
人
物
を
演
じ
わ
け
て
い
く
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
落
語
の
作
中
人
物
の
あ
り
方
か
ら
考
え
た
場
合
、
尾
崎
紅
葉
『
金
色

夜
叉
』（
一
八
九
七
〔
明
治
三
〇
〕
─
一
九
〇
二
〔
明
治
三
五
〕
年
）
で
「
其

声
と
与と
も

に
貫
一
は
脚あ
し

を
挙あ

げ
て
宮
の
弱よ
わ
ご
し腰
を
礑は
た

と
踢け

た
り
。
地ぢ
ひ
ゞ
き響
し
て
横よ
こ
さ
ま様
に

転ま
ろ

び
し
が
、
な
か
〳
〵
声
を
も
立
て
ず
苦く
つ
う痛
を
忍
び
て
、
彼
は
そ
の
ま
ゝ
砂
の

上
に
泣な
き
ふ伏
し
た
り
。」（
前
編
、
一
五
九
頁
）
で
、
宮
が
貫
一
に
蹴
ら
れ
て
転
ん

だ
と
き
に
「
地ぢ
ひ
ゞ
き響
」
が
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
で
は
け
っ
し
て
起
こ
り
え
な

い
よ
う
な
光
景
は
、
落
語
と
同
じ
よ
う
に
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
、
現
実
と
は

異
な
る
位
相
に
あ
る
作
中
人
物
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
筋
が

と
お
る
。
こ
の
ほ
か
、
村
上
浪
六
に
よ
る
撥
鬢
小
説
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
ま
で

も
な
く
、
特
に
明
治
期
に
流
行
し
て
い
た
講
談
と
接
続
し
て
い
く
時
代
小
説
か

ら
大
衆
小
説
に
か
け
て
系
譜
は
、『
小
説
神
髄
』
の
用
語
で
い
え
ば
ま
さ
に

「
理り
さ
う
は
想
派
」
に
基
づ
い
た
方
法
を
保
持
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
逍
遙
が
批
判
し
た
よ
う
な
「
理り
さ
う
は

想
派
」
と
し
て
の
作
中
人
物
が

明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

別
稿
に
て
考
え
て
い
き
た
い
。

注
１　

吉
田
精
一
『
明
治
大
正
文
学
史
』、
東
京
修
文
館
、
一
九
四
一
年
、
四
一
頁

２　

小
田
切
秀
雄
「『
小
説
神
髄
』
の
問
題
」、『
日
本
の
近
代
文
学
』、
真
光
社
、
一
九

四
八
年
、
二
二
頁

３　

谷
沢
永
一
「「
小
説
神
髄
」
の
文
学
意
識
」、『
国
文
学
』
第
二
十
集
、
一
九
五
八
年
、

二
七
─
二
八
頁

４　

前
田
愛
「「
小
説
神
髄
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
な
に
か
」、『
國
文
學　

解
釈
と
教
材

の
研
究
』
第
二
三
巻
第
一
一
号
、
一
九
七
八
年
一
一
月
、
三
六
頁

５　

小
平
麻
衣
子
「「
ド
ラ
マ
」
へ
の
模
索　

─
『
小
説
神
髄
』
と
そ
の
周
辺
」、『
埼
玉

大
学
紀
要　

教
育
学
部　

人
文
・
社
会
科
学
』
第
四
八
集
、
一
九
九
九
年
、
四
〇
頁

６　

亀
井
秀
雄
『「
小
説
」
論　
『
小
説
神
髄
』
と
近
代
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、

一
三
頁

７　

石
田
忠
彦
「『
小
説
神
髄
』
論　

小
説
の
裨
益
に
つ
い
て
」、『
語
文
研
究
』
第
五
二

／
五
三
集
、
一
九
八
二
年
、
三
八
頁

８　

注
６
に
同
じ
。

９　
『
小
説
神
髄
』
で
も
、「
之こ

れ

を
要え
う

す
る
に
其そ
の

演し
ば
ゐ劇
の
本ほ
ん
ぞ
ん尊
す
な
は
ち
主し
ゆ
じ
ん
こ
う

人
公
（
比ひ

イ

ロ
ウ
）
が
其そ
の

結お
ほ
づ
め局
の
齣ま
く

に
い
た
り
て
は
か
な
き
最さ
い
ご後
を
遂と
ぐ

る
と
い
ふ
い
と
浅あ
さ

ま
し
く

悲か
な

し
げ
な
る
趣し
ゆ
か
う向

を
旨む
ね

と
な
す
も
の
な
り
」、
上
巻
第
二
冊
「
小せ
う
せ
つ説

の
変へ
ん
せ
ん遷

」、
一
八

丁
オ
─
一
八
丁
ウ
）
と
あ
る
。

10　

拙
稿
「「
人
情
」
は
〈
近
代
〉
の
も
の
か
？　

明
治
期
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
受

容
と
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』」（
久
保
朝
孝
編
『
源
氏
物
語
を
開
く　

専
門
を
異
に

す
る
国
文
学
研
究
者
に
よ
る
論
考
54
編
』」、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
二
頁
）

11　

注
４
に
同
じ
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
補
助
金
（22K

00132

）
の
助
成
を

受
け
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
本
稿
は
二
〇
二
二
年
度
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
（
二

〇
二
二
年
十
月
二
三
日
（
日
）　

於
同
志
社
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

発
表
内
容
に
つ
い
て
会
場
に
て
ご
意
見
、
ご
質
問
を
頂
い
た
先
生
方
に
、
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

（
お
お
は
し
・
た
か
ゆ
き　

本
学
准
教
授
）


