
う
に
値
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
と
練
り
直
す
こ

と
で
、
小
説
の
社
会
的
地
位
を
高
め
た
い
と

考
え
た
の
で
す
。
学
校
教
育
で
真
面
目
に
小

説
を
取
り
上
げ
る
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
経

緯
を
参
考
に
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

読
書
で
複
眼
的
な
思
考
力
が
養
わ
れ

社
会
全
般
の
理
解
に
活
か
さ
れ
る

―
研
究
で
は
、
現
代
に
お
い
て
も
示
唆
に

富
む
よ
う
な
発
見
も
あ
り
ま
し
た
か
。

私
の
も
う
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
著
名

な
文
学
者
が
活
躍
し
た
中
央
文
壇
や
商
業
出

版
と
は
異
な
る
地
域
文
学
の
意
義
や
役
割
に

つ
い
て
の
研
究
で
す
。
た
と
え
ば
、
徳
島
で

農
業
を
本
業
と
し
な
が
ら
執
筆
活
動
を
し
て

い
た
悦
田
喜
和
雄
と
い
う
作
家
が
い
ま
し

た
。
彼
は
一
時
期
『
中
央
公
論
』
な
ど
に
作

品
を
発
表
し
て
い
ま
し
た
が
、
農
村
の
生
活

を
繰
り
返
し
書
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
当
時

の
批
評
家
か
ら
「
い
つ
も
同
じ
こ
と
ば
か
り

自
身
の
著
書
『
浮
雲
』
に
つ
い
て
、「
こ
の
小

説
は
つ
ま
ら
ぬ
事
を
種
に
し
て
作
つ
た
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
近
代
小
説
っ
て
「
つ
ま
ら

な
い
」
も
の
な
の
で
す
（
笑
）。
そ
う
す
る

と
、
当
然
な
が
ら
「
で
は
な
ぜ
小
説
を
書
く

の
か
」「
ど
こ
に
読
む
価
値
・
意
義
が
あ
る
の

か
」
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
ヒ

ン
ト
に
な
る
考
え
が
、
二
葉
亭
に
影
響
を
与

え
た
坪
内
逍
遙
の
『
小
説
神
髄
』
に
あ
り
ま

す
。彼

は
従
来
の
暇
つ
ぶ
し
の
た
め
の
小
説
を

改
良
し
、
こ
れ
か
ら
は
知
識
人
の
眼
に
か
な

う
小
説
を
作
る
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
小
説
で
は
人
間
の
心
理
・
社

会
・
文
化
を
写
し
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
人
世
」「
人
生
」
の
有

り
様
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
、
逍
遙
の
め

ざ
し
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
小
説

を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ

か
ら
押
し
広
げ
、
知
識
人
が
真
剣
に
向
き
合

の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
自
分
な
り
の
答

え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
で
し
た
。

小
説
が
好
き
な
人
は「
面
白
い
か
ら
読
む
」

と
答
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
私

に
は
中
学
や
高
校
で
学
ん
だ
小
説
が
「
面
白

い
」と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、若
者

の
読
書
離
れ
が
叫
ば
れ
る
な
か
、
読
書
の
対

象
に
は
当
然
の
よ
う
に
小
説
が
含
ま
れ
ま
す

が
、
私
自
身
「
小
説
を
読
ま
な
い
こ
と
の
何

が
悪
い
の
か
」
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。
小

説
は
「
偉
い
も
の
」
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ

の
価
値
に
つ
い
て
は
誰
も
が
納
得
で
き
る
形

で
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
が
私
の
中
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
問
い
で
あ

り
、
そ
の
答
え
を
探
究
す
べ
く
大
学
院
に
進

学
し
、
日
本
近
代
文
学
の
成
立
期
に
あ
た
る

明
治
期
に
着
目
し
た
研
究
に
臨
み
ま
し
た
。

―
疑
問
は
解
消
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

明
治
期
の
作
家
で
あ
る
二
葉
亭
四
迷
は
、

非
娯
楽
的
価
値
が
追
求
さ
れ
た 

日
本
の
近
代
小
説

―
先
生
が
文
学
研
究
者
と
な
っ
た
経
緯
か

ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

高
校
ま
で
は
野
球
部
に
所
属
し
、
文
学
と

は
無
縁
で
し
た
。
将
来
は
中
学
や
高
校
で
野

球
部
の
顧
問
に
な
り
た
い
と
思
い
、
国
語
の

教
員
免
許
を
取
る
こ
と
が
近
道
だ
と
考
え

て
、文
学
部
の
国
文
学
専
攻
に
進
み
ま
し
た
。

た
だ
、
当
時
は
評
論
文
の
読
解
は
自
信
が
あ

り
ま
し
た
が
、
文
学
を
本
格
的
に
読
む
経
験

は
初
め
て
。
そ
も
そ
も
読
書
が
苦
手
で
、
今

で
も
本
を
読
む
ス
ピ
ー
ド
は
遅
い
し
、
読
み

始
め
る
と
必
ず
睡
魔
に
襲
わ
れ
ま
す
（
笑
）。

そ
れ
で
も
ど
う
に
か
授
業
に
つ
い
て
い

き
、
教
員
免
許
を
取
得
し
た
の
で
す
が
、
生

徒
に
も
の
を
教
え
る
た
め
に
は
何
か
が
足
り

な
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も

小
説
と
は
何
か
、
な
ぜ
学
校
で
小
説
を
学
ぶ

小
説
に
託
さ
れ
た
価
値
と
意
義

小
説
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
？

中央大学教員に
研究のアレコレを聞く
インタビューシリーズ

u l t i
n g l e

文
学
部
准
教
授

富と

み

塚つ

か 

昌ま

さ

輝き

P r o f i l e

中央大学文学部文学科
国文学専攻卒業後、中央
大学大学院文学研究科
国文学専攻博士後期課
程修了。博士（文学）。日
本学術振興会特別研究
員や徳島大学総合科学
部准教授を経て2020年
より現職。専門は日本近
代文学。担当科目は「国
文学基礎演習」「近現代
文学」など。
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重
複
と
も
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼

が
書
く
こ
と
で
自
分
の
思
想
を
顕
在
化
し
つ

つ
、
自
ら
を
見
つ
め
直
し
て
い
る
こ
と
の
現

れ
な
の
で
す
。
現
代
で
は
、
専
業
作
家
だ
け

で
な
く
、
生
活
に
根
差
し
た
文
学
の
可
能
性

を
探
究
す
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
す
。

―
推
奨
さ
れ
る
読
み
方
は
あ
り
ま
す
か
。

一
つ
の
作
品
を
繰
り
返
し
読
む
こ
と
、
そ

れ
も
意
識
的
に
違
う
観
点
か
ら
読
む
こ
と
で

す
。
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
で
あ
れ
ば
、

ま
ず
は
下
人
に
着
目
し
、
次
に
老
婆
の
生
活

に
思
い
を
や
る
。
今
度
は
語
り
手
が
ど
の
よ

う
に
彼
ら
を
描
い
て
い
る
か
に
注
意
し
て
み

る
。同
じ
作
品
な
の
に
、見
方
に
よ
っ
て
読
み

取
れ
る
内
容
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は

今
ま
で
の
自
分
の
読
み
方
が
一
面
的
で
あ
っ

た
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
姿
勢
は
、
世
の
中
の
物
事
を
考
え
る
際
の

多
角
的
な
視
野
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
作
品
の
細
部
を
見
逃
さ
ず
、
じ
っ

く
り
丁
寧
に
読
む
こ
と
も
大
切
で
す
。
現
実

で
は
、
他
人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
ず
か
ず
か

踏
み
込
ん
だ
り
、
無
遠
慮
に
人
を
観
察
す
る

こ
と
は
失
礼
に
あ
た
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
小

説
で
は
ど
ん
な
に
作
中
人
物
を
緻
密
に
観
察

し
て
も
、
彼
ら
か
ら
怒
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
森
鷗
外
『
舞
姫
』
の
主
人
公
・
太

田
豊
太
郎
は
、
毎
年
多
く
の
読
者
に
よ
っ
て

彼
の
言
動
が
根
掘
り
葉
掘
り
吟
味
さ
れ
、
時

に
は
辛
辣
な
評
価
も
受
け
ま
す
が
、
豊
太
郎

か
ら
ク
レ
ー
ム
が
来
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま

せ
ん
よ
ね（
笑
）。
小
説
は
無
防
備
な
も
の
な

の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
読
者
が
作
中
人
物

の
中
に
自
分
自
身
の
み
っ
と
も
な
い
姿
を
見

つ
け
た
と
し
て
も
、
他
人
の
目
を
気
に
す
る

こ
と
な
く
、
気
負
わ
ず
、
気
取
ら
ず
に
自
分

の
似
姿
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
人
は
心
に
矛
盾
を
抱
え
、
完
全

に
は
割
り
き
れ
な
い
複
雑
な
思
い
を
抱
く
も

の
。「
昼
の
思
想
と
夜
の
思
想
は
違
ふ
」（
森

書
い
て
！
」
と
評
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
文

壇
や
商
業
出
版
が
作
品
の
先
駆
性
や
目
新
し

さ
を
求
め
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
で

は
、「
同
じ
こ
と
ば
か
り
」
書
く
こ
と
は
無
益

な
の
か
、
ど
う
か
。

森
鷗
外
の
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
に

「（
自
分
の
こ
と
を
）
は
つ
き
り
書
い
て
見
た

ら
、自
分
が
自
分
で
わ
か
る
だ
ら
う
。」
と
い

う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
自
分
と
は
何
者
か
、

自
分
を
取
り
巻
く
世
界
と
は
ど
う
い
う
も
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
に
す
る
こ
と
で
初

め
て
見
え
て
く
る
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
い
ざ
活
字
化
し
て
世
に
出
し
て
み

る
と
、
こ
れ
が
本
当
に
自
分
が
書
き
た
か
っ

た
も
の
な
の
か
と
戸
惑
っ
た
り
も
す
る
。

悦
田
の
小
説
に
は
、
一
度
書
か
れ
た
作
中

人
物
の
性
質
や
思
考
が
、
あ
と
で
書
き
直
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
矛
盾
と
も

鷗
外
『
追
儺
』）
と
も
言
わ
れ
、昼
の
思
想
が

規
範
的
・
安
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
夜

の
思
想
は
自
由
奔
放
で
あ
る
か
わ
り
に
当
て

に
な
ら
な
い
。
人
に
も
社
会
に
も
そ
う
し
た

多
面
性
が
あ
っ
て
、
ど
れ
が
欠
け
て
も
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
学
生
に
は
ど
の
よ
う
な
研
究
者
、
社
会

人
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
か
。

政
治
哲
学
者
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

人
間
の
営
み
の
中
で
「
ア
・
ス
コ
リ
ア
」（
余

裕
が
な
い
こ
と
）
が
あ
る
と
、
人
々
の
思
考

は
そ
の
場
し
の
ぎ
に
な
り
、
習
慣
や
偏
見
に

依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

逆
に
言
う
と
、
自
分
の
価
値
観
と
は
異
な
る

物
事
を
受
け
と
め
、
物
の
見
方
や
考
え
方
の

幅
を
拡
げ
る
た
め
に
は
「
余
裕
」
や
「
遊
び
」

が
必
要
な
の
で
す
。
個
人
の
生
活
や
地
域
・

社
会
の
中
に
、
そ
う
し
た
心
理
的
・
時
間
的
・

空
間
的
な
「
余
白
」
を
積
極
的
に
組
み
込
む

こ
と
が
大
切
で
す
。

社
会
人
に
な
る
と
本
当
に
時
間
が
無
く
な

り
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
は
、
学
生
の
う
ち

に
う
ま
く
時
間
を
工
面
し
て
、
未
知
の
世
界

に
一
歩
を
踏
み
出
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

◉著書紹介

『近代小説（ノベル）
という問い 
日本近代文学の 
成立期をめぐって』

（翰林書房）
近代小説の成立期と
される明治 20 年前後
に焦点を当て、第一部

「小説と学問の交渉」
と第二部「制度に挑戦
する小説」で構成。「近
代小説とは何か」「それ
はなぜ読むに値するの
か」について、『出版月
評』などの雑誌に見ら
れる当時の批評や、坪
内逍遥の『小説神髄』
や二葉亭四迷の『浮雲』
といった作品を題材に
考察が展開される。
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悦田喜和雄が作品を発表した雑誌。資料を収集しな
がら悦田文学の全貌に迫る
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