
岩
城
準
太
郎

の
『
明
治
文
学
史
』
と

二
葉
亭
四
迷
の
『
小
説
総
論
』

明
治
生
ま
れ

の
わ
た
し
た

ち
が
、
中
学
校

(
旧

制
)

の
上
級
生

に
な

っ
て
明
治
以
後

の
文
学
史

の

知
識

を
得

た
い
と
思
う
と
き
、

い
ち
ぽ

ん
参
考

に

な

っ
た
の
は
高
須
芳
次
郎

の

『
日
本
現
代
文
学
十

二
講
』

(大
正
13

・
1
新
潮
社
)
と

い
う
本

で
あ

っ
た
。
弐
円

五
拾
銭
と

い
う
高

い
定
価

の
本

で
あ

っ
た
が
、
当
時
と

し
て
は
、
す
ぐ
れ

た
、
体
系
的

β
学
問
的

な
解
説
書

で
、
文
学
者
と

し
て
実
際

に

明
治
以
後

の
文
学

に
参
与
し

て
き
た
高
須

の
経
験

や
感
覚
が
生
き

て
い
た
。

こ
ん
に
ち
、
も

っ
と
高

く
評
価
さ
れ

て
い
い
本

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

一
種

の
名
著

に
属
す

る
高
須

の
こ
の

本

に
、
そ

の
二
十
年
も
前

に
原
型
を
与
え
た
本
が

ーロ丿

副

国

基

あ
る
。

そ
れ
こ
そ
名
著
と

し
て
こ
ん
に
ち
も
し
ば

し
ぼ

回
顧

さ
れ
る
岩
城
準
太
郎

の

『
明

治

文

学

史
』

(
明
治
39

・
12
育
英
社
、
増
補
改
訂
版

の
刊

行

は
明
治
42
)

で
あ

る
。

こ
の
著

は
昭
和

二
年

に

も
複
刻
刊
行

さ
れ

て
い
る
が
名
著
だ

つ
た

か
ら

で

あ

る
。

こ
の

『
明
治
文
学
史
』

は
、
明
治
十

一
年
生
ま

れ
の
国
文
学
者
岩
城
準
太
郎

(最
後

に
は
奈
良
女

高
師
-
奈
良
女
子
大

の
教
授
と

な

っ
て
昭
和

三
十

扁、一年

に
は
病
没

し
た
)
が
、
東
京
帝
大

の
国
文
学

科

を
卒
業

し
て
か
ら
ま
だ
数
年

し
か
た

っ
て
い
な

い
二
十

八
歳

の
と
き

の
著
述

で
あ

る
。
多
分
、
岩

城
が

三
重
県
立

一
中

の
教
諭

か
ら
金
沢

の
第
四
高

等
学
校

の
教
授
と

な

っ
て
赴
任

す
る
こ
ろ
の
出
版

で
、
若

き
日
の
ま
こ
と

に
お
ど
ろ
く
べ
き
業
績

で

あ

る
。

そ
れ
ま
で
の
文
学
史
と

い
え
ぽ
、

ま
ず
、
文
学

者

を
ひ
と
り
ひ
と

り
と

り
あ
げ

て
説

明

す

る

と

か
、
あ

る

い
は
、
文
学
書

を
並
べ
た
て
て
書
誌
的

に
解
説

し
て
い
く
と

か
と

い

っ
た
こ
と

に
と
ど

ま

っ
た
無
味
乾
燥

な
も

の
で
あ

っ
た
。
時
代
と

か
、

文
芸
思
潮

の
推
移
と

か
、
そ
う

い
う
も

の
を
背
景

に
し
て
の
文
学
史

は
書

か
れ
な

か

っ
た
。

フ
ラ
ソ

ス
の
テ
ー

ヌ
の
文
学
史

の
方
法

な
ど

に
影
響
さ
れ

て
そ

の
方
法
を
わ
が
国

の
文
学
史

の
解
明

に
も
適

用

し
て
み
よ
う
と

い
う
新

し
さ

を
持

っ
た
東
大

の

国
文
学
科

の
教
師

に
は
藤
岡
作
太
郎
し

か
い
な

か

っ
た
。
藤
岡

は
病
没

の
五
年
前

の
明
治

三
十
八
年

に
そ

の
有
名

な

『
国
文
学
全
史

平
安
朝
篇
』
を

刊
行
す

る
の
で
あ

っ
た
。
藤
岡

に
学

ん
だ
岩
城

の

こ
の
文
学
史

に
は
時
代
と
環
境

に
関
し

て
の
テ
ー

ヌ
的

な
着
目
が
あ

り
、
ま

こ
と

に
斬
新
な
風
が
あ

っ
た
。
時
代
的
な
区
分
も
妥
当
な
も

の
が
あ

っ
た

し
、
ま

た
作
品

の
評
価
も
そ
れ

ほ
ど
的
を

は
ず
し

た
も

の
も
す
く
な

か

っ
た
。
そ
う

い
う
点

に
岩
城

の
学
問
的
感
覚

の
秀
抜
さ
が
十
分

に
う
か
が
え
る
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も

の
で
あ

っ
た
。
前
記
高
須

の

『
日
本
現
代
文
学

十

二
講
』
も
も

ち
ろ
ん
、
先
駆
的
な

こ
の

『
明
治

文
学
史
』

の
構
想

に
大

い
に
負
う
と

こ
ろ
が
あ

っ

た
わ
け
だ
。

し
か
し
中
学
生

の
わ
た
し
た

ち
は
、

ま
だ
岩
城

の

『
明
治
文
学
史
』

へ
ま

で
遡
源
し

て

い
く

こ
と

を
知

ら
な
か

っ
た
。

ひ
た
す
ら
高
須

の

本

を
大
切

に
し
愛
読

し
た
。

岩
城

の

『
明
治
文
学
史
』

は
い
ま
や
古
典
的
名

著

の
ひ
と

つ
に
な

っ
た
が
、
そ

の
後

六
十
数
年
を

経

た
こ
と

で
も
あ

る
し
、
日
進
月
歩

の
近
代
文
学

研
究

の
こ
ん
に
ち
の
到
達
点

か
ら
見

る
と
修
正
す

べ
き
個
処
が

い
く

つ
も
あ

る
。
き
わ

め
て
近

い
時

代

の
文
学
を
対
象

に
し

た
せ
い
で
も
あ

る
し
、
ま

た
資
料

の
探
索
と

か
整
備
と

か
が
十
分

で
な
か

っ

た
せ
い
で
も
あ

る
。

い
ま
そ

の
ひ
と

つ
を
と
り
あ

げ

て
考
え

て
み
よ
う
。

岩
城

の

『
明
治
文
学
史
』

で
は
、
坪
内
逍
遙

の

『
小
説
神
髄
』
を
高
く
評
価

し
て
い
る
。

『
小
説

神
髄
』

に

つ
い
て
は
高
山
樗
牛

の
「
明
治

の
小
説
」

(明
治
30

・
6

「
太
陽
」
)
が
高
く
認

め
て
お
り
、

岩
城

の
着
目
が

は
じ
め
て
と

い
う
わ

け

で

は

な

い
。
樗
牛

の

「
明
治

の
小
説
」

は
岩
城

の

『
明
治

文
学
史
』

に
か
な

り
の
影
響
を
与
え

て
い
る
よ
う

だ
。
さ

て
岩
城

は
、

こ
の
逍
遙

の
評
論

『
小
説
神

髄
』
と
小
説

呈

鞴
当
世
書
生
気
質
』
と

二
葉
亭
四

迷

の
小
説

『
浮
雲
』

の
三
つ
の
関
渉

に
つ
い
て

「
『
小
説
神
髄
』

の
所
説
を
最
忠
実

に
体
認
し

て
純
粋

な
る
新
時
代
模
写
小
説

の
範
と
な
り
し

は

『
書
生
気
質
』

に

非

ず

し

て

「
浮
雲
』
な

り
」

と
書

い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
わ

か
り
や
す
く
説

明
す

る
と

「
『
小
説
神
髄
』

は
、
小
説

の
主
脳
を
人
情
と

し
世
態

・
風
俗

こ
れ

に
次
ぐ
と

い
い
、
そ

の
描

き

か
た
は
、
た
だ
傍
観
し

て
あ
り

の
ま
ま

に
写

す
と

こ
ろ
の
模
写

(写
実
)
主
義

に
よ

る
べ
き

だ
、
と

し
た
も

の
で
あ

っ
た
が
、

し
か
し
、
逍

遙

み
ず

か
ら
の
小
説

『
書
生
気
質
』

は
、
そ

の

逍
遙

み
ず

か
ら

の
小
説
創
作
上

の
主
張
を
十
分

に
実
践
す

る
こ
と
が

で
き
な

か

っ
た
、
実
践

で

き

た
の
は
む

し
ろ
二
葉
亭
四
迷

の

『
浮
雲
」

で

あ

っ
た
L

と

い

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

『
浮
雲
』
が
逍
遙

の

『
小
説
神
髄
』

の
な
か

の

小
説
作
法

の
主
張

の
具
現
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る

と

い
う

こ
の
岩
城
説
は
そ

の
後

、
な
が

い
間
、
文

学
史
上

の
定
説
と
さ
れ
て
き

た
。

し
か
し
、
こ

の

岩
城
説

は
当
時
ま
だ
岩
城
が
、

二
葉

亭

四

迷

に

「
小
説
総
論
」
と

い
う
文
学
論

・
小
説
論
が
あ
る

こ
と

に
気
づ
か
な
か

っ
た

こ
と
か
ら
き
た
謬
説

で

あ
る
と

い
う

こ
と
が

こ
ん

に
ち
で

は
明
か

に
な

っ

て
き
た
。

逍
遙

の

『
小
説
神
髄
』

(
明
治
18

・
9
～
19

・

4

全
九
分
冊
)
が
刊
行
さ
れ

は
じ

め
た
と
き
、

も

っ
と
も
熱
心
な
読
者

の
ひ
と
り

は
二
葉
亭
四
迷

で
あ

っ
た
。
当
時

の
二
葉
亭

は
当
時

の

ロ
シ
ア
の

文
学
評
論
や
小
説
を
味
読
し
そ

こ
か
ら
自
分
と
し

て
の
文
学
論

・
小
説
論
を
頭

の
な
か

に
ま
と
め

つ

つ
あ

っ
た
。
も
ち

ろ
ん
当
時

の

ロ
シ
ア
第

一
の
評

論
家

で
あ

っ
た
ベ

リ
ン
ス
キ

ー
ら

の
文
学
論

に
大

い
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
で
あ
る
。

「
小
説

神
髄
』
を

一
冊
ず

つ
読
ん
で

い
き
な
が
ら

二
葉
亭

は
逍
遙

の
論

に
疑
義
を
感
ず
る

こ
と
が
す
く
な
く

な
か

っ
た
。
思

い
き

っ
て

二
葉

亭
が
逍
遙
を
た
ず

ね
て
そ

の
疑
義
を
た
だ
し
た

の
は
明
治
十
九
年

一

月

二
十
五
日
が
最
初
だ
と
さ
れ

て

い

る
。

ま

だ

『
小
説
神
髄
』

は
全
部

は
出
版
さ
れ
て

い
な

い
時

期

で
あ

っ
た
。
自
分
よ
り
も
五

つ
も
歳

の
若

い
二
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葉
亭

の
文
学
論

を
聞
き

な
が

ら
逍
遙

は
心
中
、
大

い
に
動
揺

を
禁

じ
得

な
か

っ
た
。
そ

の
二
葉
亭

の

文
学
論

に
は
逍
遙
も
な

る
ほ
ど
と
傾
聴

せ
ざ

る
を

得

な
い
よ
う

な
も

の
が

い
く

つ
も
あ

っ
た
。
逍
遙

は
二
葉
亭

に
、
そ

の
包
蔵
す

る
文
学
論
を
ま
と

め

て
み
る
よ
う

に
す
す

め
た
。

こ
う
し

て
二
葉
亭

の

「
小
説
総
論

」
と
題

し
た
、

ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
文

学
論

に
依
拠

し
た
小
論

は
十
九
年
四
月

の

「
中
央

学
術
雑
誌
」

(第
26
号
)

に

「
冷

々
亭
主
人
」

の

名

で
掲
げ
ら
れ

た
。
近
代
文
学

の
特
色
と
し

て
逍

遙
も
強
く
着
眼

し
た

「
模
写
主
義
」

に
つ
い
て
は

「
実
相
を
仮

り
て
虚
相
を
写
し
出
す
と

い
ふ
こ
と

な
り
」
と
、
逍
遙

の
論
よ
り
も
ず

っ
と
徹
底
し
た

近
代
的
写
美
論
を
開
陳
し

て
い
る
。

「
中
央
学
術

雑
誌
」
と

い
う

の
は
逍
遙
が
教
師
を
し

て
い
た
東

京
専
門
学
校

(
い
ま

の
早
稲

田
大
学

の
前
身
)

の

同
攻
会
と

い
う
団
体

の
機
関
誌

で
明
治
十
八
年
三

月
十

日
に
創
刊
さ
れ
た
半
月
刊

の
も

の

で

あ

っ

た
。

二
葉
亭

の

「
小
説
総
論
」
が
掲
げ
ら
れ
る
前

に
は
高

田
半
峯

の
有
名
な

「
当
世
書
生
気
質

の
批

評
」

(わ
が
国
最
初

の
近
代
的
作
品
評
と

い
わ
れ

て
い
る
)
や

「
佳
人
之
奇
遇
批
評
」
な
ど
が
掲
載

さ
れ

て
い
た
。
し

か
し
、

一
学
校

の
研
究
誌
と

い

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
の
で
ひ

ろ
く
流
布
す

る
こ
と

が
な
く
、

二
葉
亭

の
折
角

の
注
目
す
べ
き

「
小
説

総
論
」
も
世

に
知
ら
れ

る
こ
と
す
く
な

い
ま
ま

に

埋
没
し

て
し
ま

っ
た
か
た
ち

に
な

っ
た

の
で
あ

っ

た
。こ

の
二
葉
亭

の

「
小
説
総
論
」
を
、
わ
た
し
ど

も
も
手

に
し

て
読
む

こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
な

っ

た
の
は
、

こ
の
小
論
が

『
明
治
文
化
全
集
』

(
全

二
十
四
巻

・
昭
和
2
i

5

・
日
本
評
論
社
)

の

な

か
に
収

め
ら
れ
た

こ
と

に
よ

っ
て

で

あ

る
。

『
明
治
文
化
全
集
」
は
吉
野
作
造

を
中
心
に
木
村

毅

・
柳
田
泉
な
ど
が
結
成
し
た

「
明
治
文
化

研
究

会
」
が
編
纂
し
た
も

の
で
す
で
に
稀
覯

本
と

な

っ

た
明
治

の
文
献
を
複

刻
し
紹
介

し
た
功

績
に
は
ま

こ
と

に
大
き

い
も

の
が
あ

っ
た
。
欧

米

の

大

学

で
、
東

洋
文
化

の
研
究
に
力

を
注

い
で
い
る
と

こ

ろ
に
は
必
ず

こ
の

『
明
治
文
化
全
集
』
と

『
福
沢

諭
吉
全
集
」
が
備

え
て
あ

る
こ
と

に
わ
た
し
は

一

驚
を
喫
し
た
思

い
出
が

あ
る
。

「
小
説
総
論
」
を
読
ん
で
み
る
と
、

こ
れ

は
文

学

の
本
質

を
論
じ
て
い
る
が
、
逍
遙

の

『
当
世
書

生
気
質

』
を
は
る
か
に
抜

い
た

二

葉

亭

の

『
浮

雲
』

の
写

実
は
、

「
小
説
総
論
」

に
示

さ
れ

て
い

る
写
実
論
が
土
台

に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ

て
く

る
。

こ
ん
に
ち
で
は
、

二

葉

亭

の

『
浮

雲
」

は
、

二
葉
亭

の
文
学
論

で

あ

る

「
小

説

総

論
」

か
ら
生
ま
れ

で
た
も

の
で
あ

っ
て
、

『
小
説

神
髄
』

か
ら
生
ま
れ

で
た
も

の
で
は

な

い

こ

と

が
、
確
定
的
な

か
た
ち
で
考
え
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
定
説
と
な

っ
て
き
た
。

資
料

の
発
掘
と
そ

の
整
理

・
体
系
づ
け
も
学
問

研
究
上
ま

こ
と

に
大
切
な

こ
と
で
あ
る
。
岩

城
ほ

ど

の
研
究
家
も
、

二
葉
亭

に

「
小
説
総
論
」
と

い

う

二
葉

亭
自
身

の
写
実
論
が

あ

っ
た

こ
と
に
な
が

く
気
づ

か
ず
、

文
学
史

の
考

え
か
た

の
上
に
あ

や

ま
り
を
お
か
し
た
の
で
あ

る
。
岩
城
が

「
小
説
総

論
」

の
存
在

に
気
づ

い
た
の
は
、

お
そ
ら
く

や
は

り
前
記

『
明
治
文
化

全
集
』

の
刊
行

に
よ

っ
て
で

は
な
か

っ
た
か
と
思

う
。

そ
し
て
、
岩
城
が

こ
の

二
葉
亭

の

「
小

説
総

論
」
に

つ
い
て

書

い

た

の

は
、
戦
後

刊
行

の
著
書

で
あ
る

「
近
代

日
本
文
学

の
黎

明
』

(
昭
22
)
が

は
じ
め
て
で
あ

る
の
か
も

し
れ
な

い
。
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