
「
雁
」
の
世
相
史
的
背
景

槌

田

満

.
文

森
鴎
外

の
小
説

「
雁
」

は

「
古

い
話

で
あ

る
。
僕

は
偶
然
そ
れ

が
明
治
十

三

年

の
出
来
事

だ
と
云

ふ
こ
と
を
記
憶
し

て
ゐ
る
。
…
…
」
と
書
き
出
さ
れ

て
い

す
ば
る

る
。

「
雁
」

が
雑
誌

『
昴
』

に
連
載
さ
れ
た

の
は
明
治
四
十
四
年
九
月
号
か
ら

大
正

二
年

五
月
号

ま
で
で
、
最
後

の
貳
拾
貳
か
ら
貳
拾
肆
ま

で
の
三
章
分
だ
け

は
、
大
正
四
年
五
月
に
籾
山
書
店
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
際

に
書
き

下
ろ
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
鴎
外

が
陸
軍
省
医
務
局
長
だ

っ
た
五
十

四
歳

の
年

に
、
東
京
大
学

医
学
部
本
科
四
年
生
だ

っ
た
十

九
歳

の
年

の
こ
と
を
書

ぎ
上
げ
た

「
古
い
話
」

な

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
明
治
十

三
年

と
い
う
小
説

の
な

か
の
時
点

と
、

明
治
四
十
四
年
以
降

の
執
筆

の
時
点
は
、
作

中
で
し
ば
し
ば
交
錯
す
る
。

し
か

し
時
代
設
定
が

「
明
治
十

三
年

の
出
来
事
」

と
明

記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
読
者

も
そ

の
こ
と
を
意
識

し
て
読

ま
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

す
ぐ
れ
た
小
説

は
さ

ま
ざ

ま
な
読
み
方
が
可
能

で
あ

る
。

「
雁
」

に

し

て

も

、
た
と
え
ば

コ

般
的

に
は
ま
だ

ま
だ
正
し

い
意
味

で
の
自
我

の
確
立
な
ど

あ
り
得
な
か

っ
た
時
代

の
、
極

め
て
市
井
的
な

一
女
性

の
自
我

の
目
ざ

め
や
そ

の
挫
折
」
,
(片
岡
皇

)
を
描

い
た
と
さ
れ
、

ま
た

「
偶
然

に

よ

っ
て

人
生

の
岐

路

が
定

め
ら
れ

る
不
可
知

の
世
界

の

一
端
を

の
ぞ
か

せ
て

い

る
」

(長
谷
川
泉
)

と
も
い
わ
れ
る
。

そ
う

し
た
テ
ー

マ
の
追
求
を
す
す

め
る
上

で
(
明
治
十

三
年

と
い
う
時
代
設
定
を
さ

ま
ざ

ま
な
視
点

か
ら
眺

め
て
み

る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ

う
。

い
ま

「
雁
」

の
世
相

史
的
背
景

を
考
え

て
み
よ
う

と
す

る
の
も
、
そ

の

一

つ
の
試

み
に
他
な
ら
な

い
。

「
雁
」

が
小
説

で
あ

る
以
上
、
鴎
外
自
身

の
青
春
期

を
描

い
て
い
る
と

は
い

え
、
す

べ
て
が
事
実

で
は
な
く
、
そ

こ
に
フ

ィ
ク
シ

ョ
ン
が
加

わ

っ
て
い
る
こ

と

は
明
ら
か

で
あ

る
。

モ
デ

ル
に
つ
い
て
も
、
高
利
貸
末
造
は
医
学
士
専
門

の

金
貸
岡
田
元
助
、
末
造

に
囲

わ
れ

る
妾

お
玉

は
臨
外

の
隠

し
妻
だ

っ
た
児
玉

せ

き
、
お
玉
が
思

い
を
寄

せ
る
医
科
大
学
生

岡

田
は
鴎
外

の
学
友
だ

っ
た
緒
方
収

二
郎
な
ど
実
在

の
人

々
が
擬

ぜ
ら
れ

て
い
る

が
、
庵
ち

う
ん

「
雁
」

の
登
場
人

物
と
同

一
で
は
あ
り
得

な
い
。

し
か

し
、

た
と
え
フ

ィ
ク

シ
ョ
ン
と
は
い
え
、
明
治
十

三
年

に
時
代
を
設
定

し
た
か
ら
に
は
、
鴎

外
が
世
相
史
的
背
景

に
も
心
を
配

り
な
が
ら
筆

を
執

っ
た

の
は
当
然

の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
末
造
が

い

つ
も

吸
う
煙
草

に

つ
い

つ
ま

て

「
金
天
狗

の
燃
え
さ
し
を
撮
ん
で
ゐ
た
末

造

の
手

に
、
力

一
ぽ

い
し
が
み
附

い
た
」

(拾
貳
)
と
か
、

「
末
造

は

金
天
狗
に
火
を
附
け
た
」

(貳
拾
壹
)
と

い

っ
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た
記
述

が
な
さ
れ

て
い
る
が
、

こ
の

「
金
天
狗
」
は
岩

谷
商
会

の
天
狗
煙
草

の

一
つ
で
あ

っ
た
。

鹿
児
島

の
川
内

で
醸
造
業

と
質
商
を
営

ん
で
い
た
岩
谷
松
平
は
、
明
治
十

一

年
に
東
京
銀
座
で
呉
服
店

を
開
き
、
薩
摩

が
す
り
上
布
な
ど
を
販
売
し
た
が
、

外
人

の
吸
う
紙
巻
煙
草

に
目
を

つ
け
、
国
産

の
口
付
き
紙
巻
煙
草
を
売
り
出
し

た
。
宇
賀

田
為
吉
著

『
タ
バ

コ
の
歴
史
』

に
よ
れ
ぽ

、
岩
谷

の
工
場
が
青
山

に

で
き

た
の
は
明
治
十

二
年
か
ら
十

三
年

に
か
け
て
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
末
造

は
発
売
さ
れ

た
ば

か
り

の
天
狗
煙
草
を
吸

っ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

ま

た
、
お
玉

の
妾
宅

へ
印
半
纒
を
裏
返
し
に
来

た
や
く
ざ
風

の
男

が
ゆ
す
り

か
る
た

に
き
た

の
で
、
こ
わ
く
な

っ
た
お
玉
は
引

そ
の
頃
通

用
し
て
ゐ

た
骨
牌

の
や
う

な
形

の
青

い
五
十
銭
札
を
二
枚
」

(拾
陸
)
渡

し
た
。

男
は
満

足
し
て

「
半
助

で

も

二
枚
あ
り
や
あ
結
構
だ
」
と

い

っ
て
帰

っ
て
ゆ
く
。

一
円

の

「
円
助
」

と
と

も

に
、

「
半
助
」

は
五
十
銭

の
俗
称

で
あ

っ
た
。

明
治
初
年

に
通

用
し
て
い
た
太
政
官
札
、
民
部
省
札
、
大
蔵
省
兌
換
証
券
、

開
拓

使
兌
換
証
券
な
ど
の
紙
幣

は
、
大
蔵
省
編

『
明
治
大
正
財
政
史
』
第

十
三

巻

(通
貨
)
に
よ
る
と
、

明
治

四
年
十

二
月

か
ら
政
府
発
行

の
新
紙
幣

に
切
り

か

え
ら
れ

て
い
る
。
百
円
、
五
十
円
、
十

円
、

五
円
、

二
円
、

一
円
、

五
十
銭
、

二
十
銭
、
十
銭

の
九
種
で
、

明
治

八
、
九
年
に
は
ほ
と
ん
ど
新
紙
幣
だ
け

に
な

っ
た
。

「
そ

の
頃
通
用
し

て
ゐ
た
」
青
色

の
五
十
銭
札

は
、

こ
の

新

紙

幣

の

「
半
助
」

で
あ

る
。

し
か
し

「
雁
」

の
年

で
あ

る
明
治
十

三
年

の
二
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
新

紙

幣

に
代

わ

っ
て
、
十
円
、

五
円
、

一
円

の
改
造
紙
幣
を
発
行
す
る
こ
と
、
五
十

銭

以
下

の
紙
幣

は
銀
貨
、
銅
貨

と
改

め
る
こ
と

が
布
告
さ
れ
た
。
そ

の
発
行
は

十

四
年

二
月

か
ら
の
予
定

で
あ

っ
た
か
ら
、

「
雁
」

の
五
十
銭
札
は
最
末
期

の

そ
れ
だ

っ
た

こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、

実
際

は
銀
貨
、
銅
貨

の
鋳
造
が
予
定
通

り
進
ま
な
か

っ
た
た
め
、
十

五
年
十

二
月

か
ら
五
十
銭
、

二
十
銭

の
改
造
紙
幣

が
作
ら
れ

て
新
紙
幣

と
交

換
さ
れ
、

三
十

二
年

の
紙
幣
整
理

ま
で
使

わ
れ

た
。

以
上

は

「
雁
」

の
記
述
が
、
世
相

史
的
背

景
を
正
確

に
ふ
ま
え

て
い
る
ケ
ー

ス
の

一
、

二
例

に
す
ぎ
な

い
。
こ
う
し
た
デ

ィ
テ
ー

ル
が
(

「
雁
」
全
体

の
リ

ア
リ
テ

ィ
ー
を
確

か
な
も

の
に
し

て
い
る

こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

次

の
よ
う
な
例
外

と
も

い
う

べ
き
事
例

が
な

い
わ
け

で
は
な

い
。

実
業
家

と
い
う
触

れ
込
み
の
末
造

が
、
上
野

の
料
亭
松
源

で
お
玉
と
は
じ

め

て
会

っ
た
と
ぎ
、
塀
外

に
声
色
屋

が
来

て

「
へ
い
鴇

さ
や
う
な
ら
成

田
屋

の
河

内
山

と
音

羽
屋

の
直
侍

を

一
つ
、
最
初

は
河
内
山
」

(漆
)
と
い
う
。

河
内
山

と
直
侍

が
登
場
す

る
河
竹
黙
阿
弥

の
芝
居

は
、
松
林
伯

円

の

講

談

く
も
の
う
え
の
さ
ん
え
の
さ
く
ま
え

「
天
保
六
花
撰
」

に
材

を
取

っ
た

「
雲
上
野

三
衣
策
前
」
四
幕

が
最
初
で
、
明

治
七
年
十

月
の
河

原
崎
座

で
初
演
さ
れ

て
い
る
。
河
竹
繁
俊
著
『
河
竹
黙
阿
弥
』

の
著

作
解
題

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時

の
河
内
山
宗
俊

は
九
代

目
市

川
団
十
郎
、
片

く
も
に
ま
こ
う

岡
直
次
郎
は
四
代

目
関

三
十
郎

で
あ

っ
た
。

こ
の
脚
本
を
改
作

し
た

「
天
衣
紛

長
鸚
棚
櫁
」
七
幕
は
、
明
治
十
四
年

三
月

に
新
富
座

で
初

演
さ
れ
た
が
、
河
内

山

は
同

じ
団
十
郎

(成
田
屋
)
で
、
直
次
郎
は
五
代
目
尾
上
菊

五
郎

(音
羽
屋
)
が
演

じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
雁
」

の
声
色
屋

が
、

「
成
田
屋

の
河
内
山
」
と
い
う

の
は
問
題

が
な

い
。
し
か
し

「音

羽
屋
の
直
侍
」

の
方

は
、
わ
ず

か
な
時
間
差
な
が
ら
年

代
が
食

い
違

う

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
鴎
外

が
自
ら

の
記
憶

に
頼
り
す

ぎ

て
、
考
証
を
怠

っ
た
結

果
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
れ
を

ミ

ス

と

見

る

よ

り
、
事
実
物
語
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫

が
こ
ら

し

て

あ

る

「
雁
」
も
、
事
実
そ

の
も

の
で
は
な
く
、

や
は
り
本
質
的

に
は
フ

ィ
ク

シ
ョ
ン

に
他

な
ら
な
い
こ
と
を
示
す

一
証

と
考
え
る

べ
き

で
は
な

か
ろ
う
か
。
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し

か
し
、
世
相
史
的
背

景
を
考

え
る
と
い

っ
て
も
、
な

に
も
些
末
主
義

に
類

す

る
詮
索

が
本
意

で
は
な
い
。
鴎

外
が

「
雁
」

を
書
く

に
当

た

っ
て

「
明
治
十

三
年

の
出
来
事
」
と
明
記
し
、

そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台

を
設
け

る
の
に

意
を
用

い
た
点
を
ま
ず
確

認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ

ろ
う
。
明
治
十

三
年

と

い
う
時
代
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、

現
代

の
感
覚

か
ら
の
み

「
雁
」
を
論
ず

る
こ
と
は
、
作
者

の
意
図
に
反
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
品

の
理
解

に

マ
イ
ナ

ス
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
点
か
ら
、
明
治
十

三
年
と
い
う
時
代

に
、
洋
行
す

る
医
科
大
学
生

と
高
利
貸

の
妾

の
結
び

つ
き
が
、

世
間

か
ら
ど
の
よ
う
な
関
係

と
し
て
見

ら
れ

て
い
た
か
と

い
う
点
、

ま
た
そ
の
結

び

つ
き

を
偶
然

に
も

た
ら
し
、

ま
た
偶
然

の
よ
う

に
実
ら

せ
な

か

っ
た
き

っ
か
け
が
、
岡
田
と
末
造

の
散

歩
だ

っ
た
こ
と

の
意
味
を
、
世
相
史
的
背

景

の
な
か
で
と
り
あ
げ
て
み
た

い
。

大
学
鉄
門
前

の
下
宿

に
住
む
岡
田
の
散
歩

は
、
無

縁
坂

を
お
り
て
不
忍
池
の

北
側
を
回

っ
て
上
野

の
山
内

を
ぶ
ら

つ
き
、
広
小
路
、
池

の
端
仲
町

を
通

っ
て

帰
る

コ
ー

ス
が

一
つ
。
も
う

一
つ
は
、

大
学

を
抜

け
て
赤

門

へ
出
、
本
郷

通
り

か
ら
神

田
明
神
、
眼
鏡
橋
、
柳
原

の
片
側
町

を
歩

い
て
御
成
道
を
戻

る

コ
,i

ス

で
あ

っ
た
。

お
玉
を
無
縁
坂

の
妾
宅

に
囲

っ
た
末
造

が
、
女
房

の
お
常

と
喧
嘩

し
て
ぬ

っ

つ
き
歩
い
た
時
に
は
、
柳
原

か
ら
淡
路
町
、
神
保

町
を
通

っ
て
今
川
小
路

ま
で

足
を

の
ば
し
、

九
段

下
の
小
鳥
屋

で
紅
雀
を
買
う
。

こ
の
紅
雀

が

「
図
ら
ず
も

な
か
だ
ち

お
玉
と
岡
田
と
が
詞
を
交

す
媒

と
な

っ
た
」

(拾
捌
)
の
で
あ

る
。

考
え
て
み
る
と

「
雁
」

の
人
間
関
係

の
重
要
な

「
媒
」

は
す

べ
て
散
歩

が
も

た
ら
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
明
治
十

三
年

と
い
う
時
点

で
は
こ
の
散
歩
が
ま
だ

き

わ
め
て
新
奇

な
習
俗

で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
を
、
現
代

の
読
者

の
多

く
は
意

識

せ
ず

に
読
ん

で
い
る
に
ち
が

い
な

い
。
し

か
し
明
治
初

期

に

は

「
運

動
」

「
遊
歩
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
散

歩
は
、
実
は
西
洋

か
ら
入

っ
て
き
た
風
習

の

一
つ
で
、
明
治
以
前

の
日
本
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

林
若
樹

が
大
正
十

三
年

に
書

い
た

エ
ッ
セ
イ

「
西
洋
か
ら
教
は

っ
た
風
俗
」

は
、
明
治

以
来
輸
入
さ
れ

た
風
俗
習
慣

で
あ
り
な

が
ら

「
今
で
は
恰
も
そ
れ
等

が
旧
来

か
ら

の
風
俗

で
で
も
あ

る
様

に
同
化
し

て
了

っ
た
も

の
」
と
し
て
、
肉

食

の
よ
う

に
す
ぐ
気
づ
く
も

の
を
除
き
、
世
人

の
や
や
意
外
に
感

ず
る
ケ
ー

ス

を
列
挙

し
て
論
じ

て
い
る
。
そ

こ
で

ス
テ

ッ
キ
、
半

熟
玉
子
、
立

礼
、
海
水

浴

な
ど
と
も

に
、
筆
頭

に
と
り
あ
げ
ら
れ
た

の
が
運
動

つ
ま
り
散
歩

で
あ

っ
た
。

「
食
前
食
後

の
運
動
と

か
、
散
歩
と
か
、
身
体

の
健
康

を
目
的

と
し
た
る
徒

歩

運
動

と
い
ふ
も

の
は
、
在
来

日
本

に
は
無

か

っ
た
ら
し
い
。
神

仏
に
参
詣

す

る
と
か
、

お
百
度
を
踏
む
と

か
、
其
結
果
か
ら
す
れ
ば
夫
れ
に
該

当
す
る
も

の

は
あ

っ
た
ら
う

が
、
運
動
を
目
的
と
す
る
運
動
と

い
ふ
も
の
は
無

か

っ
た
の
で

あ

る
。

…
…
」
江
戸
時
代

に
は
、
目
的
地
を
定
め
ず
に
ぶ
ら
ぶ
ら
歩

い
た
り
す

れ
ば

「
犬

の
川
端
歩
き
」
略
し

て

「
犬
川
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
軽
蔑

さ
れ
た
。

し
た
が

っ
て
、
岡

田
の
よ
う
に
毎
日
大
体
決
ま

っ
た

コ
ー

ス
を
散

歩

す

る

の

は
、
明
治
十

三
年
と

、い
う
時
点

で
考
え
れ
ば
、
始

ま

っ
て
か
ら
ま
だ
せ
い
ぜ

い

十
年
足
ら
ず

の
新
奇
な
風
習
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

岡

田
が
本
郷
通
り

か
ら
柳
原

の
土
手

ま
で
い

っ
て
帰

っ
て
く

る

散

歩

コ

ー

ス
、
末
造

が
柳
原

か
ら
九
段
下
ま
で
出

か
け
た
時
の
距
離

を
は
か

っ

て

み

る

と
、
往
復

で
少
く
と
も
七
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
は
あ
る
。

現
在
無
縁
坂
近
く

に
住

ん

で
い
る
人
が
散

歩
に
出

か
け
る
と
し
て
も
、

こ
れ
ほ
ど
遠
出
す

る
こ
と

は
ま
れ

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
明
治
十
七
年
に
参
謀
本
部
陸

軍
部
測

量
局

が
測
量

し
た
縮
尺

五
千
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分

の

一
の
区
分

図

「
東
京
北
東
部
」

「
東
京
北
部
」

「
東
京
中
部
」
を

ひ
ろ
げ

て
、
こ

の
コ
ー

ス
を
た
ど

っ
て
み
れ
ば
、
家
並

み
ま
で
わ

か
る
精
緻
な
地
図
だ

け
に
、
そ
の
間

の
事
情

が

の
み
こ
め
な
い
で
も

な
い
。
上
野

の
三
橋

か
ら
御
成

道

の
両
側
に
か
け
て
は
人
家

が
密
集

し
て
い
る
が
、
柳
原

の
土
手
付
近

の
秋
葉

の
原
は
も
ち
ろ
ん
、
眼
鏡
橋

の
周

辺
も
広

い
空
地

に
囲

ま
れ
て
い
る
。
大
邸
宅

の
多

い
淡
路
町
、
神
保
町
、

今
川
小
路

あ
た
り
に
な
る
と
、
建

て
物

は
か
な
り

ま
ば
ら
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

終
戦

の
前
後
に
東
京

の
焼

け
野
原

を
歩

い
た
経
験

の
持

ち
主
な
ら
ば
、
岡

田

や
末
造
と
同
じ
く
ら

い
の
距
離
を
歩
く

の
は
何
で
も
な
か

っ
た
こ
と
を
記
憶

し

て
い
る

で
あ
ろ
う
。
田
舎

道
と
同
じ
で
、

人
家

の
た
て
こ
ん
で

い
な
い
と
こ
ろ

は
近
く
感
じ

る
も

の
で
あ

る
。

「
雁
」

の
時
代

の
距
離
感
覚
を
、

現
在

の
市
街

に
お
け
る
印
象

で
推
し
は
か

っ
て
は
誤
り
を
犯

す
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。

「
雁
し

に
お
け
る
散
歩

の
距
離
感
覚
が
、
現
代

の
そ
れ
と
は
異

な

る

よ

う

に
、
散
歩
に
よ

っ
て
結

び

つ
け
ら
れ
た
高

利
貸

の
妾

お
玉

と
洋

行
す
る
医
科
大

学
生
岡
田

の
あ

い
だ
に
存
在

す
る
境
涯

の

へ
だ
た
り
も
、
現
代

の
感
覚
で
は
と

ら
え

に
く

い
も

の
に
な

っ
て
い
る
。

女
中

の
お
梅

が
無
縁
坂
下

の
魚
屋
で

「
こ

こ
の
内

に
は
高

利
貸

の
妾
な
ん
ぞ

に
売

る
肴

は
な

い
の
だ

か
ら
」
と

い
わ
れ
た
と
き

い
て
、

実
業
家

と

い
う
ふ
れ

こ
み
だ

っ
た
末
造

の
職
業
を

は
じ

め
て
知

っ
た
お
玉
が
受
け
た

シ

ョ
ッ
ク

の
大

き
さ

は

「
次
第

に
涌

い
て
来
る
涙
が
浴
れ
さ
う
に
な
る

の
で
、
袂

か
ら

ハ
ン
カ

チ

イ
フ
を
出

し
て
押

へ
た
。
胸

の
内
に
は
只
悔
や
し

、い
、
悔

や
し
い
と
云
ふ
叫

び

が
聞
え

る
」

(玖
)
と
描

か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
金
權
万
能

の
現
代
で

は
理
解

し
に
く
く
な

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
当

時

「
高

利
貸

は

厭

な

も

の
、

こ
は
い
も

の
、
世
間

の
人
に
嫌
は
れ
る
も
の
」

と
さ
れ
て
い

た

度

合

い

は
、

現
在

の
ナ
ラ
リ
ー

マ
ン
金
融
な
ど

の
比
で
は
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

明
治
時
代
に
は
高
利
貸
は

「
氷
菓
子
」

と

の
語
呂
合

わ
せ
か
ら

「
ア
イ

ス
」

か
ら
す
が
ね

と
呼
ぱ
れ
た
。
高

利
貸
そ
の
も

の
は

「
鳥
金
」
と

い
わ
れ
た
江
戸
時
代

か
ら
あ

っ
た
か
ら

「
ア
イ

ス
」
と

い
う
こ
と
ば
が
生
ま
れ
た

の
は
、

ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム

が

一
般
世
人

の
口
に
は

い
る
よ
う
に
な

っ
た
明
治

二
十
年
代

の
こ

と

で

あ

ろ

う
。
高

利
貸

の

「
ア
イ

ス
」
に

「冷

た

い
」

と
い
う
意
味

が
利
か
せ
て
あ

る
と

い
う
説
は
、
高
利
貸
イ

コ
ー

ル
冷

血
漢
と
い
う
印

象
が
当
時

は
き

わ
め
て
強

か

っ
た

ご
と
を
物
語

っ
て

い
る
。

主
人
公
が
高
利
貸
に
な
る

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説

「
金
色
夜

叉
」
中
編

(明
治
三

+
年
作
)
で
、
作
者
尾
崎
紅
葉

は
金
力

の
鬼
と
化
し
た
間
貫

一
に

「
九
十
円
が
元

ア
イ

ス

金
、
之

に
加

へ
た
二
十
七
円

は
天
引

の
三
割
、
是

が
高
利

の
定
法
で
す
」

と
冷し

り

や

か
に
い
わ

せ
て
い
る
。
斎
藤
緑
雨
は

「
お
ぼ
え
帳
」

(明
治
三
+
年
作
)
で

「
知

あ
ひ合

の
も
と

に
行
き
た

る
折
、
夏
は
馳
走
も
な
し
、
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
な
り
と
も

と
言

は
れ

た
る
に

ハ
タ
と
憤
り

て
、
あ
な
た
嘲
弄
な
す

っ
て
は

い
け
ま
せ
ん
」

と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記

し
て
い
る
が
、
ア
イ

ス
と

い
え
ば
憎
む

べ
き
高

利
貸

し
か
連
想

で
き
な

い
人
も
多

か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

「
秋
葉

の
原

に
飴
細

エ
の
床
店
を
出
し

て
ゐ

る
」

(肆
)
飴
売

の
娘

で
高
利
貸

の
妾
に
な

っ
た
お
玉

の
境
涯

に
比

し
て
、
洋
行
す

る
医
科
大
学

の

学

生

岡

田

が
(

い
か
に

エ
リ
ー
ト
的
存
在

で
あ

っ
た
か
は
、
す

で
に
大
学
生

の
人
数

が
百

七
十

九
万
人
に
も
達

し
、
同

じ
年
代

で
は
五
人

に

一
人

が
大
学
生
と

い
う
現
代

か
ら
は
ち

ょ
っ
と
想
像

し
に
く

い
。
明
治
十

三
年

に
お
け

る
大
学
在
学
者
数

は

わ
ず
か
二
千
六
人
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
当
時

は
日
本

の
総
人

口
が
現
在

の
約

三

分

の

一
に
あ
た
る
三
千

六
百

六
十

五
万
人
だ

っ
た
時
代

で
あ

る
。

明
治
八
年
に
開
成
学
校

(東
大
の
前
身
)
に
入

り
、
卒
業

一
年
前

の
明
治
十
四
年
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孤

写

に
中

退
し
た
市
島
春
城

は

『
漫
談
明
治
初
年
』

(昭
和
二
年
刊
)
所

収

の

「
開

成

学
校

の
憶
出
」

で
、
当
時

の
大
学
生

の
エ
リ
ー
ト
ぶ
り
を
次

の
よ
う
に
回
想

し

て
い
る
。

「
そ
の
時
分

の
卒
業
生

は
、
毎
年
幾
人
も
な
く
、
卒
業
す
る
と
間
も

な
く
、
権

小
書

記
官
位

に
な

る
と
云

ふ
様

に
、
重
用
さ
れ
た
。
破
れ
袴

の
ひ
ど

い
有

様
な

の
が
、
卒
業

さ

へ
す
れ
ぱ
、
あ

ま
り
多
く

の
年
月
を
経
ず

に
相
当

の

地
位
を
博
し
得
た
為

に
、
飲
食
店

な
ど
で
で
も

も
て
た
の
で
あ

る
。
銭

の
な

い

時

は

『
な
あ

に
其
内
参
議
に
な
る
と
お
前

達
を
み
ん
な
養

っ
て
や
る
』
-
と
云

っ

て
、
代
金
を
払

は
ず

に
品
物
を
ど
し
く

買
入
れ

て
、
負
債

を
残

し
た
も

の
も

あ

っ
た
。
そ

の
頃

の
大
学
生
は
、
意
気

天
に
沖

す
る
と
云

ふ
程

の
者

で
、
中

々

秀
才
も
出
た
。
…
…
」

東
京
医
学
校

は
明
治
九
年
十

二
月
に
、
神
田

の
和
泉
橋

か
ら
本
郷

の
新
築
校

舎

に
移

り
、
十
年

四
月

に
開
成
学
校
と
合
併
し

て
東
京
大
学
と
な

っ
た
が
、
十

年
十

二
月

に
医
学
部
予
備
科

に
入
学
し
た
入
沢
達
吉
が
昭
和
三
年

に

語

っ

た

「
明
治
十
年

以
後

の
東
大
医
学
部
回
顧
談
」

に
よ

る
と
、
当
時

の
寄
宿

生

の
な

か
に
は
卒
業
後

の
収
入
を
あ

て
に
し

て
放
蕩
す

る
学
生
も

い
た
と

い
う
。

入
沢
は

「
近

々
卒
業
す
れ
ば
す
ぐ
月
給
百

二
十
円

で
地
方

の
病
院
長
に
な
る

と
い
ふ
の
で
大
し
た
勢

で
あ

っ
た
。

そ
の
頃

の
百

二
十
円
と

い
ふ
も

の
は
大
変

な
金
で
あ
る
」

と
述

べ
て
い
る
が
、
明
治
十

二
、

三
年
当
時

の
寄
宿
舎

の
食
費

は

一
カ
月
二
円
、
授
業
料

は

一
カ
月

五
十
銭
だ

っ
た
と

い
う

か
ら
、
卒
業
す
れ

ば
す
ぐ
に
現
在

で
は
想
像
も

で
き
な

い
ほ
ど

の
高
給
取
り
に
な
れ
た
わ
け
で
あ

る
。入

沢
の
回
想

に
は

「
そ
の
頃

の
本
科
生

は
皆
大
学

の
小
使
上
り

の
岡
田
元
助

と
い
ふ
医
学

士
専

門
の
高
利
貸

で

『
癌
』
と

い
ふ
綽
名

が
あ

っ
た
、
そ

の
男
か

ら
高
利

の
金
を
、
背
負

ひ
切
れ
な

い
ほ
ど
借
金

し
て
を

っ
た
」
と
あ
り

「
雁
」

の
登
場

人
物

と
同
じ
姓

の
こ
の
岡

田
が
末
造

の
モ
デ

ル
で
は
な

い
か
と
さ
れ
て

い

る

の

で

あ

る
。

大
学
を
卒
業
し
た
だ
け

で
エ
リ
ー
ト
に
な
れ
た
時
代
に
、
洋
行

と
い
う
経

歴

が
加

わ
れ
ぱ

エ
リ

ー
ト
申

の

エ
リ
ー
ト
と

い

っ
て
よ

い
。
海
外
旅
行
が
容
易

に

な

っ
た
近
年

で
は

か
な
り
事
情
は
変
わ

っ
て
き

て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
海
外

留

学

の
持

つ
意
味

は
ま
だ
失
わ
れ

て
い
な

い
。
明
治
時
代

に
お
け
る
洋
行

の
重
要

性

は
、

た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
指
摘

で
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

「洋

行
と

い
う

言
葉

は
、
異
様
な
響
き

を
も

っ
て
、
世
人

の
魅
力

と
な

っ
て
い
た
。
洋
行
帰
り

と
い
う
こ
と
は
、
新
知
識

の
代
名
詞

と
し
て
通
用

し
て
お

っ
た
が
、
全
般

に
世

の
中
に
立
身
出
世

主
義

の
旺
盛

に
な

っ
て
来
た

の
に

つ
れ

て
、
そ

の
た

め
の
手

づ
る

の

一
つ
は
、
絶
対

に
洋
行

で
あ

る
と
考
え
ら
れ

る
よ
う

に
も
な

っ
た
。
…

・:
」

(柳
田
国
男
編

『明
治
文
化
史
』
風
俗
編
)

世
人

の
憎
悪

の
対
象

と
な

っ
て
い
る
高
利
貸

の
妾

と
、
世
人

の
憧
憬

の
対
象

と
な

っ
て

い
る
洋

行
を
ひ
か
え

た
医
科
大
学
生

の
あ
い
だ

に
存
す

る

へ
だ
た
り

は
、
現
代
人

の
想
像
を
は
る
か
に
越

え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
玉
が
育

っ
た
の

は
、
江
戸
以
来

の
旧
習
が
ま
だ
残
る
下
町
の
世
界

で
あ
り
、
岡

田
が
生
活
す

る

の
は
、
明
治

に
始
ま
る
近
代
化
を
リ

ー
ド
す
る
山

の
手

の
世

界
で
あ

っ
た
。

こ

の

へ
だ
た
り
も
、
現
在

で
は
考
え
ら
れ
な

い
大
き
さ
だ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

そ
の
点

で
、

お
玉

の
妾
宅

が
、
山

の
手

の
本
郷
と
下
町
、の
下
谷

を
結

ぶ
無

縁
坂

に
置

か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
象
徴
的
と

い
え
る
。

こ
う

し
た
明
治
十

三
年
当
時

の
世
相
史
的
背

景
を
ふ
ま
え
て

「
雁
」

に
対

す

る
と
き
、
散
歩
と

い
う
新
奇
な
風
習

の
お
か
げ
で
、
偶
然
に
も
洋

行
す
る
医
科

大
学
生
岡

田
に
近
づ
く

こ
と

の
で
き
た
高
利
貸

の
妾
お
玉
が
、
偶
然
に
よ
る
も

の
の
ご
と
く

に
再
び
引
き
離
さ
れ
る
悲
劇

の
必
然
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

一55一


