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要　

旨

　

近
代
の
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
伝
記
研
究
の
成
果
を
も
と

に
作
家
の
思
想
信
条
を
明
ら
か
に
し
、
作
品
は
そ
の
表
現
だ
と
位
置

づ
け
る
〈
作
家
論
〉
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
三
好
行
雄
の
〈
作

品
論
〉
が
登
場
し
、
近
代
文
学
研
究
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
。

　

こ
の
三
好
〈
作
品
論
〉
を
打
ち
砕
い
た
の
が
、
Ｒ
・
バ
ル
ト
の
理

論
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
〈
テ
ク
ス
ト
論
〉
で
あ
る
。
し
か

し
日
本
に
お
け
る
〈
テ
ク
ス
ト
論
〉
は
、
バ
ル
ト
の
理
論
の
中
核
で

あ
っ
た
〈
還
元
不
可
能
な
複
数
性
〉
の
意
味
を
正
し
く
理
解
せ
ず
、

バ
ル
ト
が
退
け
た
〈
容
認
可
能
な
複
数
性
〉
の
範
疇
に
留
ま
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
数
の
〈
読
み
（
解
釈
）〉
が
す
べ
て
容

認
さ
れ
る
と
い
う
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
況
が
生
ま
れ
た
。

　

そ
れ
に
加
え
、
21
世
紀
を
迎
え
る
前
後
に
巻
き
起
こ
っ
た
「
国
文

学
者
の
自
己
点
検
／
反
省
」
は
、
日
本
の
近
代
文
学
研
究
の
息
の
根

を
止
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
「〈
文
学
〉
を
研
究
す

る
こ
と
も
教
え
る
こ
と
も
不
毛
／
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が

蔓
延
し
、
研
究
の
主
流
は
〈
文
化
研
究
〉
に
移
行
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、〈
文
学
（
研
究
）〉
の
復
権
を
目
指
す
と

と
も
に
、〈「
読
む
こ
と
」
自
体
を
問
い
直
す
〉
原
理
論
の
構
築
を
標

榜
し
て
提
出
さ
れ
た
の
が
、
田
中
実
氏
の
第
三
項
論
で
あ
る
。
第
三

項
論
と
は
〈
主
体
〉
と
〈
客
体
〉
の
二
項
に
加
え
、〈
客
体
そ
の
も
の
〉

と
い
う
第
三
項
を
立
て
る
「
世
界
観
認
識
」
で
あ
る
。〈
客
体
そ
の

も
の
〉
と
は
私
た
ち
の
認
識
の
源
泉
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
私
た
ち

の
感
覚
や
言
語
で
は
直
接
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
第
三
項
を
措
定
す
る
こ
と
で
〈
還
元
不
可
能
な
複
数
性
〉

を
潜
り
抜
け
、
世
界
を
私
た
ち
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
に
な

近
代
日
本
文
学
研
究
上
の
課
題
と
第
三
項
論
の
意
義
に
関
す
る
私
論
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る
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
世
界
〈
認
識
〉
の
在
り
様
を
根
本
か
ら
問
い

直
す
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
る
文
学
研
究
の
領
域
を
切
り
拓
い
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
実
体
論
・
テ
ク
ス
ト
論
・〈
容
認
可
能
な
複
数
性
〉・

〈
還
元
不
可
能
な
複
数
性
〉・
第
三
項
論
・
認
識
・
世
界
観
・
読
書
行
為

一　

日
本
に
お
け
る
近
代
文
学
研
究
の
課
題
（
一
）

　
　
　

─
〈
作
品
論
〉
の
誕
生
ま
で
─

　

近
代
の
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
伝
記
研
究
の
成
果
を
も
と

に
作
家
の
思
想
信
条
を
明
ら
か
に
し
、
作
品
は
そ
の
表
現
だ
と
位
置

づ
け
る
〈
作
家
論
〉
が
そ
の
主
流
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
乗
り
越
え
を
図
る
た
め
、
長
谷
川
泉
に
よ
る

〈
三
契
機
〉
説
に
よ
る
〈
鑑
賞
〉
の
提
唱
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
あ
く

ま
で
も
〈
批
評
〉
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
後
、
小
西
甚
一
ら
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
ニ
ュ
ー
・
ク
リ

テ
ィ
シ
ズ
ム
が
導
入
さ
れ
、
作
者
を
超
え
て
作
品
を
扱
お
う
と
す
る

姿
勢
が
登
場
す
る
。

　

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
そ
の
主
要
な
所
説
と
し
て
、
従
来

の
文
学
研
究
に
お
け
る
「
意
図
に
関
す
る
誤
謬
（
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ナ

ル
・
フ
ァ
ラ
シ
ー
）」
と
「
感
情
に
関
す
る
誤
謬
（
ア
フ
ェ
ク
テ
ィ

ブ
・
フ
ァ
ラ
シ
ー
）」
を
説
く
。
こ
れ
は
作
品
を
、
作
者
や
社
会
な

ど
の
一
切
の
外
的
事
象
か
ら
切
り
離
し
て
、
完
全
に
閉
じ
た
も
の
と

し
て
扱
う
立
場
で
あ
る
。
ま
た
読
者
の
価
値
観
や
感
情
な
ど
の
解
釈

も
排
除
し
、〈
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
〉・〈
ア
イ
ロ
ニ
ー
〉・〈
テ
ン
シ
ョ
ン
〉・

〈
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
〉・〈
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
〉・〈
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
〉
な

ど
に
注
目
し
な
が
ら
、
文
学
作
品
の
言
語
的
構
造
を
客
観
的
に
分
析

し
よ
う
と
す
る
。

　

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
代
表
的
な
論
客
の
一
人
で
あ
る
ク

リ
ア
ン
ス
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
文
学
作
品
を
「
精
巧
に
作
ら
れ
た
壺 

（T
he W

ell W
rought U

m

）」（Brooks Cleanth, K
eats

’s 
Sylvan H

istorian:H
istory W

ithout Footnotes, Chales K
a-

plan and W
illiam

 D
vid A

nderson,eds. Criticism
:M

ajor 
Statem

ents, 4
th ed. N

ew
 Y

ork:Bedford,2000.

）
に
喩
え
る
。

壺
の
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
的
な
秩
序
や
左
右
対
称
的
な
統
一
性
を
テ
ク

ス
ト
に
当
て
は
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
「
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
た
っ
た
ひ

と
つ
の
言
葉
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
崩
れ
て
し
ま
う
、
パ
ラ
フ

レ
ー
ズ
不
可
能
な
完
璧
な
言
語
的
秩
序
を
形
成
し
、
作
者
の
意
図
か

ら
も
読
者
の
感
情
か
ら
も
超
越
し
、
あ
る
い
は
他
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

も
独
立
し
、
そ
れ
だ
け
で
自
立
・
自
律
し
て
い
る
閉
ざ
さ
れ
た
空
間

秩
序
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
」、「
二
項
対
立
を
な
す
形
式
的
（
音
韻

的
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
的
）
要
素
が
た
が
い
に
か
ら
み
あ
っ
て
、「
パ
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ラ
ド
ッ
ク
ス
」
や
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
有
機
的
統
一
性

─
「
対
立
す
る
力
の
均
衡
」「
多
様
な
衝
動
の
和
解
」

─
を
形

成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
」（
丹
治
愛
編
『
批
評
理
論
』
講
談
社

選
書
メ
チ
エ 
二
〇
〇
三
年
一
〇
月　

p.13

）
を
説
い
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
作
品
内
部
の
関
係
性
だ
け
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
鮮
や
か
に
作
品
を
腑
分
け
し
て

見
せ
た
が
、
そ
の
先
に
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
次
第
に
衰

退
し
た
。
一
方
そ
の
間
も
、〈
作
家
論
〉
は
依
然
と
し
て
、
近
代
日

本
文
学
研
究
の
方
法
的
中
心
を
占
め
て
い
た
。

　

そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、
三
好
行
雄
の
〈
作
品
論
〉
と
い
う
概
念

で
あ
る
。
三
好
は
、「
作
品
を
一
箇
の
独
立
し
た
世
界
と
し
て
把
え
、

そ
の
内
的
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
で
作
品
の
主テ

ー
マ題
と
、
そ
の
テ
ー
マ

を
必
然
と
し
た
作
家
の
意モ

テ
ィ
ー
フ図を
正
確
に
知
悉
す
る
こ
と
」（「
作
品
論

の
試
み
」「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」　

一
九
六
一
年
一
一
月
）
を
研

究
の
主
眼
と
し
、
最
終
的
に
は
「
文
学
研
究
は
文
学
史
の
体
系
に

よ
っ
て
完
結
す
る
認
識
の
純
粋
運
動
」（「
作
家
論
の
形
の
批
評
」『
岩

波
講
座　

文
学
６
』
岩
波
書
店　

一
九
七
六
年
）
と
規
定
し
た
。
こ

う
し
て
、
作
品
を
作
家
理
解
の
媒
介
と
し
て
従
属
さ
せ
る
〈
作
家
論
〉

に
代
わ
り
、〈
作
品
論
〉
が
近
代
日
本
文
学
研
究
の
主
流
を
占
め
る

こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
三
好
作
品
論
は
、
ど
こ
ま
で
も
〈
作
品
〉
の
内
部
に
〈
意

味
〉
と
い
う
実
体
的
構
造
を
措
定
し
、
そ
の
集
積
が
作
家
像
へ
と
集

約
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
全
体
像
を
、
作
家
を
超
え
た
文
学
史
の
流
れ

の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
打
ち
崩
し

た
の
が
、
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
文
学
理
論
、
な
か
ん
ず
く
Ｒ
・
バ

ル
ト
の
批
評
理
論
で
あ
る
。

二　

日
本
に
お
け
る
近
代
文
学
研
究
の
課
題
（
二
）

　
　
　

─
Ｒ
・
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
─

　

バ
ル
ト
は
、「
作
者
の
死
」「
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
等
の
文
芸

評
論
で
「
作
者
の
死
」
を
宣
言
し
、
文
学
作
品
に
お
け
る
意
味
創
出

の
主
体
を
〈
作
者
〉
か
ら
〈
読
者
〉
へ
と
転
換
す
る
。
そ
し
て
従
来

の
〈
作
品
〉
に
代
わ
っ
て
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
。

バ
ル
ト
は
、〈
テ
ク
ス
ト
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

テ
ク
ス
ト
と
は
、
一
列
に
な
ら
ん
だ
語
か
ら
成
り
立
ち
、
唯

一
の
い
わ
ば
神
学
的
な
意
味
（
つ
ま
り
、「
作
者
＝
神
」
の

《
メ
ッ
セ
ー
ジ
》
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
を
出
現
さ
せ
る
も

の
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
と
は
多
次
元
の
空
間
で
あ
っ
て
、
そ

こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
結
び
つ
き
、
異
議

を
と
な
え
あ
い
、
そ
の
ど
れ
も
が
起
源
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

テ
ク
ス
ト
と
は
、
無
数
に
あ
る
文
化
の
中
心
か
ら
や
っ
て
き
た

引
用
の
織
物
で
あ
る
。（「
作
者
の
死
」　

花
輪
光
訳
『
物
語
の

構
造
分
析
』
み
す
ず
書
房　

一
九
七
九
年
一
一
月　

pp.85-86　
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以
下
、
バ
ル
ト
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
に
よ
る
。）

　

こ
の
よ
う
に
〈
テ
ク
ス
ト
〉
は
、
作
者
が
作
り
出
し
た
絶
対
的
な

意
味
の
表
出
の
場
で
は
な
く
、
多
様
な
要
素
の
錯
綜
体
で
あ
り
、
読

者
が
「
読
む
こ
と
」
を
通
し
て
意
味
生
成
を
行
な
う
流
動
的
な
場
な

の
で
あ
る
。

　

一
編
の
テ
ク
ス
ト
は
、
い
く
つ
も
の
文
化
か
ら
や
っ
て
く
る

多
元
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
互
い
に
対
話
を
お
こ
な
い
、
他
を
パ
ロ

デ
ィ
ー
化
し
、
異
議
を
唱
え
あ
う
。
し
か
し
、
こ
の
多
元
性
が

収
斂
す
る
場
が
あ
る
。
そ
の
場
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
作
者
で
は
な
く
、
読
者
で
あ
る
。
読
者
と
は
、
あ
る

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
引
用
が
、
一
つ
も
失

わ
れ
る
こ
と
な
く
記
入
さ
れ
る
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る

テ
ク
ス
ト
の
統
一
性
は
、
テ
ク
ス
ト
の
起
源
で
は
な
く
、
テ
ク

ス
ト
の
宛
て
先
に
あ
る
。〔
中
略
〕
読
者
の
誕
生
は
、「
作
者
」

の
死
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（「
作
者
の

死
」pp.88-89

）

　

と
、
バ
ル
ト
は
「
作
者
」
を
葬
り
去
り
、「
読
者
」
の
誕
生
を
高

ら
か
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
論
の
立
場
か
ら
、
作
品
の

起
源
と
し
て
の
〈
作
者
〉
を
バ
ル
ト
は
否
定
す
る
。「
作
者
の
死
」

は
「
読
者
の
誕
生
」
と
同
義
で
あ
り
、
作
品
の
な
か
に
実
体
的
な
意

味
が
存
在
す
る
と
考
え
る
実
体
論
的
把
握
を
打
ち
砕
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
作
品
の
〈
意
味
〉
の
源
泉
を
作
者
に
求
め
る
こ
と
を
完

全
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
バ
ル
ト
は
、
作
家
を
否
定
し
た
ば
か
り
で
な
い
。
テ
ク
ス

ト
に
あ
っ
て
意
味
創
出
の
主
体
は
私
た
ち
読
者
で
あ
る
は
ず
だ
が
、

そ
の
私
た
ち
読
者
の
〈
読
み
〉
さ
え
も
一
回
性
の
も
の
と
し
て
、
意

味
の
源
泉
や
参
照
項
と
す
る
こ
と
を
強
く
退
け
る
の
だ
。
他
者
の

〈
読
み
〉
と
の
比
較
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

私
た
ち
が
テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
び
に
、
常
に
新
し
い
〈
読
み
〉
が
出

現
す
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
参
照
す
る
た
め

の
い
か
な
る
も
の
を
も
否
定
し
、
そ
の
意
味
の
源
泉
に
は
な
り
得
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」

だ
け
で
あ
る
。

　
「
テ
ク
ス
ト
」
は
複
数
的
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
単
に

「
テ
ク
ス
ト
」
が
い
く
つ
も
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
意
味
の
複
数
性
そ
の
も
の
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
還
元
不
可
能

4

4

4

4

4

な
複
数
性
で
あ
る
（
た
だ
単
に

容ア
ク
セ
プ
タ
ー
ブ
ル

認
可
能
な
複
数
性
で
は
な
い
）。「
テ
ク
ス
ト
」
は
意
味
の
共

存
で
は
な
い
。
そ
れ
は
通
過
で
あ
り
、
横
断
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
テ
ク
ス
ト
」
は
、
た
と
え
自
由
な
解
釈
で
あ
っ
て
も

解
釈
に
属
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
爆
発
に
、
散
布
に
属
す
る
。

実
際
、「
テ
ク
ス
ト
」
の
複
数
性
は
、
内
容
の
曖
昧
さ
に
由
来

す
る
も
の
で
は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
」
を
織
り
な
し
て
い
る
記
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号
表
現
の
、
立
体
画
的
複
数
性
と
も
呼
べ
る
も
の
に
由
来
す
る

の
だ
（
語
源
的
に
テ
ク
ス
ト
と
は
織
物
の
こ
と
で
あ
る
）。（「
作

品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」p.97

）

　

田
中
実
氏
は
、「
バ
ル
ト
は
、
読
書
行
為
が
読
み
手
の
向
こ
う

4

4

4

に

現
実
の
実
体
が
隠
れ
て
い
る
と
考
え
る
「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
で

は
な
く
、
永
遠
に
読
み
手
の
中
だ
け
の
現
象
「
還
元
不
可
能
な
複
数

性
」
を
明
ら
か
に
し
た
」（「
読
む
こ
と
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
」（「
神
奈
川

大
学
評
論
」
第
五
五
号　

二
〇
〇
六
年
一
一
月　

p.108

）
と
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
田
中
氏
は
、
そ
の
こ
と
で
「「
読
み
＝
解
釈
」
の
根
拠
の

絶
対
性
＝
「
正
し
さ
」」
が
失
わ
れ
、
日
本
の
文
学
研
究
が
本
質
的

に
は
「
真
・
偽
」
と
い
う
範
疇
か
ら
「〝
生
き
る
に
価
値
あ
る
言
語
〟、

す
な
わ
ち
〈
文
学
の
言
葉
〉
と
い
う
研
究
が
拓
け
る
領
域
を
手
に
入

れ
」
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
示
唆
す
る
。
し
か
し
日
本
の
研
究
状
況

は
、
バ
ル
ト
の
思
想
を
正
し
く
理
解
し
得
ず
、
田
中
氏
が
提
起
し
た

よ
う
な
〈
文
学
〉
研
究
に
お
け
る
新
た
な
地
平
の
開
拓
は
な
さ
れ
な

か
っ
た
。三　

近
代
日
本
文
学
研
究
の
衰
亡
と
そ
の
問
題
点

　
「
テ
ク
ス
ト
は
複
数
的
で
あ
る
」
と
バ
ル
ト
は
指
摘
す
る
が
、
そ

れ
は
テ
ク
ス
ト
が
「
い
く
つ
も
の
意
味
を
も
つ
」
と
い
う
「
容
認
可

能
な
複
数
性
」
を
言
う
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
起
源
も
、
参
照

項
を
も
許
さ
な
い
、「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
な
の
で
あ
る
。

　

作
品
の
起
源
と
し
て
の
作
者
は
否
定
さ
れ
、
意
味
を
担
保
し
え
な

く
な
っ
た
。
ま
た
作
品
の
本
文
自
体
も
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
意
味
す

る
も
の
）」
に
過
ぎ
な
い
。〈
テ
ク
ス
ト
〉
の
意
味
は
、
読
書
行
為
の

中
で
読
者
の
意
識
に
生
ず
る
一
回
限
り
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
シ
ニ

フ
ィ
エ
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）」
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
他
者
の
解

釈
と
も
、
読
者
自
身
の
過
去
の
解
釈
と
も
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
出

来
ず
、〈
読
み
〉
は
孤
立
す
る
。

　

し
か
し
近
代
日
本
文
学
研
究
で
は
、
バ
ル
ト
が
峻
別
し
た
「
容
認

可
能
な
複
数
性
」
と
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
の
区
別
を
曖
昧
に

し
た
ま
ま
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
名
の
下
に
、
解
釈
の
一
義
性
だ
け
を

否
定
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
「
正
解
到
達
主
義
批
判
」
も
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
、
多
様
で
雑
多
な
〈
解
釈
〉
が
、
な
ん
ら
の
根
拠
も
も

た
な
い
ま
ま
、
謂
わ
ば
文
字
通
り
「
垂
れ
流
さ
れ
る
」
よ
う
に
排
出

さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
〈
読
み
〉
も

許
さ
れ
る
と
言
う
「
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
」
の
混
乱
状
況
が
招
聘
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
が
現
出
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
の
中
で
、
近
代
日
本
文
学
研
究
は
、
み
ず
か
ら
の

研
究
の
基
盤
と
し
て
き
た
〈
作
家
〉
も
〈
作
品
〉
も
失
う
こ
と
に
な

る
。
い
ま
ま
で
し
の
ぎ
を
削
っ
て
き
た
、
作
品
〈
解
釈
〉
の
妥
当
性
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も
、
そ
の
当
否
を
判
定
す
る
基
準
を
ど
こ
に
も
見
出
し
え
な
く
な

り
、
学
問
と
し
て
の
検
証
可
能
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
た
め〈
文
学
研
究
〉も〈
文
学
〉を
教
育
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
絶
望
的
な
見
解
が
、
研
究
者
の
間
に
蔓
延
し
た
。

　

さ
ら
に
新
し
い
世
紀
を
迎
え
る
直
前
に
、「
国
文
学
者
の
自
己
点

検
」（
坪
井
秀
人
「
日
本
文
学
」
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
な
ど
が
提
出

さ
れ
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
〈
国
文
学
〉
あ
る
い
は
〈
国
文
学
者
〉

に
よ
る
先
の
戦
争
へ
の
加
担
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
問
題
化
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
明
治
維
新
以
来
の
近
代
国
家
建
設
に

対
す
る
日
本
文
学
の
貢
献
に
つ
い
て
の
糾
弾
さ
え
も
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
に
よ
る
自
己
点
検
、
そ
れ
自
体
は
忌

む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
バ
ル
ト
理
論
の
導
入
に
よ

る
、
中
途
半
端
な
〈
テ
ク
ス
ト
〉
論
（
こ
れ
を
田
中
実
氏
は
「
エ
セ

読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
呼
び
、
バ
ル
ト
が
提
示
し
た
「
真
正
の
ア

ナ
ー
キ
ー
」
と
峻
別
す
る
）
の
流
行
が
相
乗
し
、
近
代
日
本
文
学
研

究
は
、
研
究
者
自
身
の
、
い
わ
ば
自
虐
的
と
も
い
え
る
〈
内
部
告
発
〉

に
よ
っ
て
崩
壊
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

学
問
と
し
て
の
自
立
性
を
喪
失
し
た
近
代
日
本
文
学
研
究
は
衰
退

し
、
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
〈
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
へ
移
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
大
流
行
す
る
〈
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
〉
は
、
文
字
通
り
〈
文
学
作
品
〉
を
そ
の
時
代
の
文
化
の

様
態
を
測
る
〈
史
料
〉
と
し
て
扱
い
、
作
品
の
〈
解
釈
〉
や
〈
読
み
〉

は
一
切
問
題
に
し
な
い
。
あ
る
時
代
の
文
化
や
言
説
の
編
成
や
そ
の

変
遷
を
知
る
術
と
し
て
作
品
を
位
置
づ
け
、
一
人
の
作
家
に
そ
の
時

代
が
ど
の
よ
う
に
受
け
留
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に

流
布
し
社
会
や
民
衆
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
自

立
性
を
失
っ
た
〈
文
学
〉
研
究
を
補
綴
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

隣
接
諸
科
学
の
知
見
の
援
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
選

択
は
、
研
究
者
各
自
の
課
題
解
決
の
た
め
に
最
も
有
効
な
領
域
か
ら

の
援
用
が
な
さ
れ
、
問
題
設
定
の
違
い
に
よ
っ
て
脈
絡
な
く
種
々
の

援
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
隣
接
諸
科
学
へ
の
新
た

な
知
見
の
提
供
と
い
う
姿
勢
は
な
く
、
隣
接
諸
科
学
の
成
果
の
お
こ

ぼ
れ
に
群
が
る
ハ
イ
エ
ナ
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
え
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、〈
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
す
べ
て
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
中
に
は
時
代
の
編
成
と
時
代
の
言
説
の
相
関
を
解
明
し
た
優

れ
た
研
究
成
果
も
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
優
れ
た
成
果
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ま
で
〈
文

学
〉
あ
る
い
は
文
学
作
品
が
湛
え
て
い
た
、
人
間
に
対
す
る
豊
か
な

洞
察
や
、
社
会
・
世
界
に
対
す
る
多
様
な
認
識
の
諸
相
、
あ
る
い
は

一
個
の
人
間
の
直
面
す
る
苦
悩
と
現
実
へ
の
省
察
な
ど
は
、
ま
っ
た

く
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。〈
文
学
〉
で
し
か
解
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明
し
え
な
い
だ
ろ
う
、
こ
う
し
た
諸
問
題
へ
の
探
求
は
、
む
し
ろ
恥

ず
べ
き
こ
と
と
し
て
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
も
は
や
〈
文
学
研
究
〉
は
、〈
文
学
〉
の
も
つ
本
質
的
な
意

味
を
問
う
こ
と
も
、
人
文
科
学
と
し
て
の
〈
人
間
〉
へ
の
ま
な
ざ
し

も
失
い
、
学
問
研
究
に
お
け
る
自
ら
の
立
脚
点
を
失
っ
た
ま
ま
迷
走

し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
現
在
の
研
究
状
況

で
は
、〈
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
の
も
つ
限
界
性
が
露

に
な
り
、
研
究
者
の
間
で
は
、
ふ
た
た
び
文
学
研
究
へ
の
回
帰
現
象

も
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
現
時
点
で
も
、
近
代
日
本
文
学
研

究
の
〈
学
〉
と
し
て
の
自
立
性
を
問
い
直
す
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
さ
ら
に
、
使
用
す
る
分
析
概
念
や
学
術
用
語
の
定
義
さ
え
も
バ

ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
そ
の
内
実
も
研
究
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る

の
が
現
状
で
あ
る
。

　
〈
作
品
論
〉
と
称
し
な
が
ら
、
結
局
〈
作
品
〉
の
〈
意
味
〉
を
作

者
の
思
想
に
求
め
て
い
る
と
い
う
古
典
的
な
誤
謬
。
表
面
的
に
は
、

テ
ク
ス
ト
論
的
な
立
場
を
取
り
、
作
者
の
影
響
を
否
定
し
な
が
ら
、

作
者
と
語
り
手
を
混
同
し
、〈
語
り
の
審
級
〉
の
区
別
も
曖
昧
な
ま

ま
の
論
及
。
ま
た
〈
語
り
〉
を
実
体
的
な
も
の
と
捉
え
て
何
の
疑
問

も
持
た
な
い
ま
ま
の
分
析
。〈
言
語
論
〉
か
ら
の
考
究
を
装
い
な
が

ら
、
結
局
は
言
語
の
意
味
を
実
体
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
言
述
。
さ

ら
に
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
論
」
や
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
言
語
態
分
析
の
手
法
を
用
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
「
言
語
の

不
可
知
性
」
を
楯
に
独
我
論
に
陥
り
、
な
ん
ら
問
題
の
解
決
を
図
れ

な
い
ま
ま
で
良
し
と
す
る
論
考
な
ど
、
研
究
者
が
各
自
の
狭
い
見
地

に
閉
じ
こ
も
り
、
自
説
を
述
べ
立
て
る
だ
け
の
乱
立
状
況
を
呈
し
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
田
中
氏
が
提
唱
す
る
〈「
読
む
こ
と
」
自
体
を
問
い
直

す
〉
と
い
う
ま
な
ざ
し
の
欠
如
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
た

ち
が
、「
文
学
作
品
を
〈
読
む
〉
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
い
か

な
る
こ
と
な
の
か
」
と
い
う
〈
原
理
論
〉
を
放
置
し
た
ま
ま
で
の
、

表
面
的
な
言
語
の
様
相
の
探
求
や
意
味
内
容
の
吟
味
は
、
実
際
の
と

こ
ろ
全
く
意
味
を
成
さ
な
い
。

　
「
読
む
こ
と
」
そ
の
も
の
を
、
私
た
ち
の
認
識
活
動
の
中
で
ど
う

位
置
づ
け
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
わ
せ
る
の
か
。
私
た
ち
が
〈
読

む
〉
時
に
、
私
た
ち
の
意
識
の
中
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ

れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
、「
読
む
こ
と
」
の
意
味

を
問
い
、
読
書
行
為
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
初
め
て
、
私
た
ち
に

「
読
ま
れ
た
」
内
容
の
検
討
が
始
ま
り
、
分
析
が
可
能
に
な
る
の
で

は
な
い
の
か
。
明
確
な
評
価
基
準
・
分
析
の
足
場
さ
え
喪
失
し
た
ま

ま
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
現
在
の
近
代
日
本
文
学
研
究
の
領
域
、

さ
ら
に
は
日
本
に
お
け
る
〈
文
学
研
究
〉
の
領
域
に
お
い
て
、「
読

む
こ
と
」
の
〈
原
理
論
〉
構
築
が
求
め
ら
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
近
代
日
本
文
学
研
究
に
お
け
る
〈
文

学
（
教
育
）
否
定
〉
論
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
〈
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
の
隆
盛
は
、
国
語
（
文
学
）
教
育
の
現
場
か
ら
、
作

品
を
丹
念
に
読
み
、
解
釈
す
る
と
い
う
活
動
を
も
放
棄
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。
教
室
で
は
ど
の
よ
う
な
奇
怪
な
〈
読
み
〉
も
受
け
入
れ
ら

れ
る
「
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
」
と
い
う
混
乱
が
続
い
て
来
た
。
そ
こ
で
は

表
面
的
な
語
句
の
意
味
を
追
う
こ
と
に
終
始
し
、
文
章
の
内
容
を
深

く
捉
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
分
の
理
解
の
範
囲
の
中
で
し
か
も
の
を

考
え
な
い
と
い
う
悪
弊
が
横
行
す
る
。〈
文
学
〉
の
、
そ
し
て
〈
文

学
教
育
〉
の
場
か
ら
、
作
品
（
テ
ク
ス
ト
）
を
精
読
し
、
そ
の
〈
意

味
〉
を
考
え
、
自
ら
の
課
題
と
し
て
自
身
を
問
う
よ
う
な
姿
勢
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
打
破
し
、〈
文
学
（
作
品
）〉
を
〈
読
み
〉〈
学
び
〉

〈
教
え
る
〉
こ
と
の
意
義
を
、
再
び
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
が
、
田

中
実
氏
の
第
三
項
論
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
第
三
項
論
に
つ
い

て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

四　

第
三
項
（
論
）
と
は
何
か

　

通
常
の
日
常
感
覚
に
基
づ
く
世
界
観
で
は
、
私
た
ち
の
前
に
あ
る

コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
は
実
在
し
て
お
り
、
そ
の
カ
ッ
プ
の
姿
や
触
感
は

「
あ
り
の
ま
ま
」
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私

た
ち
の
感
覚
を
通
し
て
脳
の
内
部
に
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
他
な
ら

な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
目
の
前
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ

プ
を
〈
直
接
〉
知
覚
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

つ
ま
り
私
た
ち
〈
主
体
〉
が
捉
え
て
い
る
と
考
え
て
い
た
〈
客
体
〉

は
、
じ
つ
は
〈
客
体
〉
の
実
像
（〈
客
体
そ
の
も
の
〉）
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
客
体
そ
の
も
の
〉
が
私
た
ち
〈
主
体
〉
の

内
部
に
結
ん
で
い
る
〈
客
体
（
そ
の
も
の
）
の
影
〉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
を
〈
主
体
〉
と
〈
客
体
〉
の
二
項
で
捉
え
る
の

で
は
な
く
、〈
主
体
〉
と
〈
客
体
（
そ
の
も
の
）
の
影
〉
と
〈
客
体

そ
の
も
の
〉
の
三
項
で
捉
え
る
。
そ
れ
が
第
三
項
論
で
あ
る
。

　

よ
く
誤
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
第
三
項
論
は
机
上
の
空
論
や
、
作
品

の
〈
読
み
〉
を
離
れ
た
単
な
る
文
学
理
論
な
ど
で
は
な
い
。
私
た
ち

が
外
界
や
世
界
を
認
識
す
る
際
の
根
本
的
な
仕
組
み
を
考
え
た
も
の

で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
私
た
ち
の
感
覚
に
根
ざ
し
、
認
識
と
い
う
行

為
の
基
盤
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
文
学
作
品
を
読

む
こ
と
に
も
通
ず
る
。
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

読
書
主
体
と
客
体
の
文
章
と
の
相
関
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え

て
み
よ
う
。（
中
略
）
ポ
イ
ン
ト
は
文
学
の
言
語
は
常
に
誰
か

に
語
ら
れ
、
誰
か
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
一
般
言

語
表
象
」
の
問
題
で
は
な
い
。
文
学
の
言
語
で
な
く
て
も
例
え

ば
、
目
の
前
に
一
組
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
が
あ
る
と
し
よ
う
。

確
か
に
あ
る
、
こ
れ
は
疑
え
な
い
。
し
か
も
こ
れ
に
美
し
い
思
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い
出
が
あ
る
と
し
よ
う
。
だ
が
、
別
の
人
は
別
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
「
そ
こ
に
あ
る
」
と
指
し
た

は
ず
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
も
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
し
た
コ
ー
ヒ
ー

カ
ッ
プ
で
し
か
な
い
。
と
す
れ
ば
、
本
当
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ

そ
の
も
の

4

4

4

4

と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
自
分
の
捉
え
て
い
る
そ
の

向
こ
う

4

4

4

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
向
こ
う

4

4

4

と
は
何

か
。
認
識
の
彼
方
、
そ
こ
は
究
極
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
場
か
、

〈
神
〉
の
隠
匿
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
か
。
と
も
か
く
も
決

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
語
で
捉
え
る
こ
と
自
体
を
超
え

て
い
る
。
そ
こ
は
も
は
や
了
解
不
能
の
《
他
者
》
と
呼
ぶ
し
か

な
い
〈
言
語
以
前
〉、〈
人
間
以
前
〉
の
領
域
、
人
間
が
人
間
と

し
て
誕
生
、
生
存
す
る
以
前
の
物
質
だ
け
が
あ
っ
て
言
語
の
な

い
混
沌
で
あ
る
。
わ
た
し
は
自
分
の
捉
え
る
対
象
を
〈
わ
た
し

の
な
か
の
他
者
〉、
そ
の
外
部
を
了
解
不
能
の
《
他
者
》
と
呼

ん
で
き
た
。
捉
え
ら
れ
る
の
は
了
解
不
能
の
《
他
者
》
を
ま
え

に
し
た
時
の
、
そ
の
手
前
、〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
で
し

か
な
く
、
こ
れ
を
対
象
化
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。（
前
掲
「
読
む
こ
と
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
」pp.108-109

）

　

こ
の
よ
う
に
田
中
氏
は
、
私
た
ち
の
認
識
の
源
泉
で
は
あ
る
が
、

決
し
て
直
接
的
に
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
「
了
解
不
能

の
《
他
者
》」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
が
第
三
項
で
あ
る
。
そ
の
第
三
項
を
、

読
書
と
言
う
行
為
に
当
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
田
中
氏
は
、

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　

読
み
手
が
客
体
の
文
章
を
文
脈
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
と
し
て

捉
え
た
瞬
間
、
客
体
の
文
章
は
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と

化
し
、〈
元
の
文
章
〉
は
そ
の
向
こ
う

4

4

4

に
了
解
不
能
の
〈
他
者
〉

と
な
っ
て
、〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と
は
分
離
す
る
。
読

み
手
の
捉
え
る
も
の
は
永
遠
に
客
体
そ
の
も
の

4

4

4

4

に
は
還
元
さ
れ

な
い
。
無
明
の
闇
の
中
に
広
が
っ
て
永
遠
に
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
元
の
文
章
〉
は
確
実
に
読
み
取
っ

た
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
に
〈
元
の
文
章
〉
そ
の
も
の

4

4

4

4

で

は
な
い
が
、
一
種
の
影
と
し
て
内
包
さ
れ
、
働
い
て
い
る
。
筆

者
は
こ
の
了
解
不
可
能
で
あ
る
〈
元
の
文
章
〉
そ
の
も
の

4

4

4

4

の
領

域
を
「〈
原
文
〉
と
言
う
「
第
三
項
」
と
呼
び
、
そ
の
影
（
プ

レ
〈
本
文
〉）
が
読
み
手
に
現
象
す
る
〈
本ほ

ん
も
ん文
〉
に
内
包
さ
れ

て
い
る
と
捉
え
た
。〔
中
略
〕
見
え
な
い
も
の
、
聞
こ
え
な
い

も
の
、
触
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
い
う
、
い
わ
ば
了
解
不
能
の

〈
原
文
〉
と
言
う
第
三
項
の
領
域
、
こ
の
知
覚
で
き
な
い
が
想

定
す
る
し
か
な
い
不
可
知
の
領
域
が
影
（
プ
レ
〈
本
文
〉）
と

し
て
、
見
え
る
も
の
、
聞
こ
え
る
も
の
、
触
れ
ら
れ
る
も
の
に

内
包
さ
れ
て
い
る
〔
下
略
〕。（「
読
む
こ
と
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
」

再
論
」「
国
文
学
」　

平
成
一
九
年
五
月　

pp.92-93　

太
字
は

原
文
の
ま
ま
。）

　

第
三
項
を
措
定
し
な
く
し
て
は
、
我
々
の
〈
読
書
行
為
〉
／
〈
認
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識
活
動
〉
は
十
全
に
説
明
で
き
な
い
。
む
し
ろ
〈
還
元
不
可
能
な
複

数
性
〉
に
飲
み
込
ま
れ
、
永
久
に
不
可
知
論
／
懐
疑
論
の
世
界
の
中

で
彷
徨
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
第
三
項
は
、
机
上
の
空
論

や
作
品
の
〈
読
み
〉
を
離
れ
た
単
な
る
文
学
理
論
で
は
な
い
と
述
べ

た
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
次
に
、
第
三
項
を
措
定
す

る
こ
と
と
近
代
の
日
本
語
小
説
を
〈
読
む
〉
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い

て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

五　

第
三
項
論
の
も
つ
意
義

　

田
中
実
氏
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
「
近
代
小
説
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
き
た
も
の
を
、〈
近
代
の
物
語
〉
と
定
義
し
直
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
〈
近
代
の
物
語
〉
に
対
し
、
田
中
氏
の
言
う
〈
近
代
小
説
〉

は
「
物
語
＋
〈
語
り
手
の
自
己
表
出
〉」
と
定
義
さ
れ
る
。
更
に
田

中
氏
は
、「〈
近
代
小
説
〉
は
三
人
称
客
観
描
写
を
雛
形
に
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と

峻
別
さ
れ
た
了
解
不
能
の
《
他
者
》、〈
向
こ
う
〉
の
領
域
が
要
請
さ

れ
て
い
ま
す
」（「
都
留
最
期
の
日
の
た
め
に

─
こ
れ
か
ら
の
文
学

研
究
・
文
学
教
育

─
」「
国
文
学
論
考
」
第
四
八
号　

二
〇
一
二

年
三
月　

p.31

）
と
述
べ
、
単
に
「
自
己
」
以
外
の
も
の
を
「
他
者
」

と
す
る
こ
と
を
退
け
て
い
る
。

　

そ
れ
は
〈
近
代
的
自
我
〉
を
実
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

を
描
く
こ
と
が
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
で
あ
る
と
し
て
き
た
〈
近
代
の
日

本
文
学
〉（
研
究
）
を
相
対
化
す
る
動
き
で
も
あ
る
。

　

田
中
氏
の
こ
の
定
義
に
従
え
ば
、
近
代
小
説
の
誕
生
は
、
文
学
作

品
の
〈
創
作
〉
と
〈
受
容
〉、
す
な
わ
ち
〈
作
者
〉
と
〈
読
者
〉
も

し
く
は
〈
語
り
手
〉
と
〈
聞
き
手
〉
の
位
相
へ
と
直
接
的
に
結
び
付

い
て
く
る
問
題
で
も
あ
る
。
田
中
氏
は
〈
近
代
の
物
語
〉
と
〈
近
代

小
説
〉
が
区
別
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
現
状
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
物
語
文
学
に
、〈
超
越
〉
と
い
う
異
国

の
《
神
》
を
隠
し
持
っ
た
「
小
説
」
が
侵
入
し
、「
日
本
近
代

小
説
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
が
日
本
に
登
場
し
ま
す
。
三

人
称
客
観
と
言
う
形
式
に
端
的
に
現
れ
る
、
捉
え
て
い
る
客
体

の
〈
向
こ
う
〉
は
、
了
解
不
能
の
《
他
者
》
に
対
峙
す
る
そ
れ

自
体
通
常
人
間
業
を
超
え
る
形
式
で
し
た
。
そ
れ
を
読
者
共
同

体
の
ほ
う
は
「
近
代
小
説
」
を
「
近
代
の
物
語
」
と
峻
別
し
な

い
ま
ま
受
容
し
て
来
ま
し
た
。
客
体
の
文
章
を
自
立
し
た
客
体

の
出
来
事
と
捉
え
、
物
語
内
容
を
読
め
ば
こ
と
た
り
て
い
た
の

で
す
。（「〈
原
文
〉
と
〈
語
り
〉
再
考　

村
上
春
樹
『
神
の
子

ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
の
深
層
批
評
」「
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
」　

平
成
二
三
年
七
月　

pp.8-9

）

　

さ
ら
に
田
中
氏
は
、
そ
う
し
た
「「
近
代
小
説
」」
を
〈
読
む
〉
行

為
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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作
中
に
固
有
名
詞
の
人
物
な
り
、
三
人
称
の
「
彼
」
な
り
が

登
場
す
る
と
、
そ
の
「
彼
」
は
語
ら
れ
て
現
れ
る
働
き
で
あ
り
、

「
彼
」
と
は
作
中
の
実
体
＝
生
身
で
あ
り
な
が
ら
、〈
語
り
─
語

ら
れ
る
〉
相
関
の
機
能
と
し
て
読
み
手
に
表
れ
、「
読
む
こ
と
」

そ
れ
自
体
が
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
あ
り
、
そ
れ
が
読

み
手
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
一
回
性
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
近
代
小
説
」
と
言
う
対
象
「
作
品
」
な
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、「
近
代
小
説
」
の
読
書
空
間
は
読
書
主
体
と
そ

の
捉
え
た
客
体
の
領
域
と
客
体
そ
の
も
の

4

4

4

4

の
三
項
に
峻
別
さ
れ

ま
す
。

　

人
に
捉
え
ら
れ
た
客
体
は
客
体
そ
の
も
の

4

4

4

4

で
は
な
く
、
そ
の

人
の
フ
ィ
ル
タ
ー
（
感
受
性
や
体
験
）
で
捉
え
た
、
あ
る
種
の

屈
折
を
通
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
客
体
そ
の
も
の

4

4

4

4

は
永
遠
に
捉

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
客
体
そ
の
も
の

4

4

4

4

が
な
け
れ
ば

自
分
自
身
の
と
ら
え
た
客
体
も
な
い
の
で
す
か
ら
、
言
わ
ば
対

象
の
客
体
の
〈
本
体
〉
で
は
な
く
、〈
影
〉
に
あ
た
る
も
の
を

我
々
読
者
は
捉
え
る
、
こ
れ
が
基
本
、「
読
む
こ
と
」
の
出
発

点
で
す
。（
前
掲
「〈
原
文
〉
と
〈
語
り
〉
再
考
」　p.9

）

　

こ
の
よ
う
な
田
中
氏
の
理
論
の
背
景
に
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る

〈
言
語
論
的
転
回
〉
を
経
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
以
降
の
〈
読
み
の
ア
ナ
ー

キ
ー
〉
や
、〈
還
元
不
可
能
な
複
数
性
〉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

〈
文
学
〉
の
終
焉
か
ら
、
い
か
に
し
て
〈
文
学
〉
を
救
い
出
す
の
か

と
い
う
切
実
な
問
題
設
定
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
っ
た

い
い
つ
か
ら
〈
文
学
〉
を
〈
読
み
／
語
る
〉
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
気

恥
ず
か
し
く
不
毛
な
も
の
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
自
己
閉
塞
的
な
状
況
を
脱
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
か
。
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　

近
代
小
説
と
は
極
点
か
ら
折
り
返
し
、
世
界
を
新
た
に
見
せ

る
装
置
な
の
で
す
。
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
物
語
と
詩
か
ら

な
り
、〈
語
り
手
の
自
己
表
出
〉
と
と
も
に
あ
る
の
で
す
。〔
中

略
〕
物
語
が
あ
っ
て
〈
語
り
〉
が
あ
る
の
で
は
全
く
あ
り
ま
せ

ん
。
語
り
が
記
憶
（
物
語
）
を
想
起
さ
せ
て
叙
述
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
全
て
の
小
説
の
言
語
空
間
は
〈
語

り
、
語
ら
れ
る
〉
現
象
と
し
て
し
か
生
身
の
読
み
手
の
前
に
は

な
く
、
こ
れ
が
生
か
さ
れ
る
「
読
み
方
」
が
「
読
む
こ
と
の
背

理
」
と
闘
う
〈
自
己
倒
壊
〉
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
捉
え
て
い

ま
す
。（「「
読
み
の
背
理
」
を
解
く
三
つ
の
鍵　

テ
ク
ス
ト
、

〈
原
文
〉
の
影
・〈
自
己
倒
壊
〉
そ
し
て
〈
語
り
手
の
自
己
表

出
〉」「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」　

平
成
二
〇
年
七
月　

p.13

）

　

先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
近
代
日
本
文
学
研
究
に
お
け
る
問
題
点

は
、
田
中
氏
の
言
う
「
近
代
小
説
」
と
「
近
代
の
物
語
」
を
区
別
し

な
い
た
め
に
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
実
態
を
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
る
。

　
「
三
人
称
客
観
」
が
与
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
価
値
が
近
代
小
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説
の
画
期
的
意
義
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム

の
提
出
と
そ
の
超
克
と
を
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
近
代
小
説

を
小
説
た
ら
し
め
て
い
た
。
近
代
小
説
が
そ
の
誕
生
の
時
か
ら

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
抱
え
た
「
世
界
視
線
の
帰
属
点
」
を
よ
り
否

定
し
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
柄
谷
（
引
用
者

注
、
柄
谷
行
人
）
の
説
く
危
機
や
終
焉
説
は
根
本
的
な
誤
謬
を

含
ん
で
は
い
な
か
っ
た
か
。（「
小
説
は
何
故
（
Ｗ
ｈ
ｙ
）
に
応

答
す
る
─
日
本
近
代
文
学
研
究
復
権
の
試
み
─
」
松
澤
和
宏
・

田
中
実
編
著
『
こ
れ
か
ら
の
文
学
研
究
と
思
想
の
地
平
』
右
文

書
院　

二
〇
〇
七
年
七
月　

pp.317-318

）

　

く
ど
い
よ
う
だ
が
、
日
本
の
近
代
小
説
の
主
流
は
、
そ
の
存
在
価

値
を
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
世
界
が
「
あ

り
の
ま
ま
」
に
私
た
ち
の
前
に
存
在
し
、
そ
れ
を
「
あ
り
の
ま
ま
」

に
描
写
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
実
体
論
に
依
拠
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
を
〈
主
体
〉
と
〈
客
体
〉
の
二
項
で
捉
え
る

こ
と
で
あ
る
。
研
究
の
領
域
で
も
、
作
家
論
・
作
品
論
は
、
世
界
を

〈
主
体
〉
と
〈
客
体
〉
の
二
項
で
捉
え
て
い
る
た
め
に
、
両
者
の
関

係
性
や
そ
の
真
偽
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
テ
ク
ス
ト
論
に

お
い
て
は
、〈
客
体
〉
を
否
定
し
た
後
に
は
何
も
残
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
立
場
で
は
結
局
、
近
代
日
本
文
学
の
も
つ
大
い

な
る
魅
力
や
、
作
家
た
ち
の
苦
闘
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
世
界
を
第
三
項
で
捉
え
直
し
た
と
き
、

状
況
は
劇
的
に
転
回
す
る
。
実
体
論
や
テ
ク
ス
ト
論
の
持
つ
矛
盾
や

限
界
点
を
、
第
三
項
論
は
超
え
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

本
来
は
、
認
識
不
可
能
な
外
界
を
切
り
取
り
描
写
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
、
矛
盾
し
た
運
命
を
背
負
う
近
代
日
本
文
学
、
お
よ

び
そ
の
研
究
に
お
い
て
、
田
中
氏
が
言
う
「〈
語
り
、
語
ら
れ
る
〉

現
象
」
と
い
う
営
為
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
「
近
代
小

説
」
と
い
う
作
品
世
界
を
探
究
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
第
三
項
は
不

可
欠
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
近
代
の
日
本
文
学
研
究
の
混
乱
し
た
現
状
を
振
り
返

り
、
そ
の
危
機
的
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
田
中
実
氏
の
提
唱

す
る
第
三
項
論
の
意
義
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
も

あ
り
、
第
三
項
論
を
用
い
て
実
際
の
文
学
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
は
、

別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
第
一
と
し
て
、
日
本
文
学
協
会
の

機
関
誌
「
日
本
文
学
」
二
〇
一
五
年
三
月
号
に
、
川
端
康
成
の
小
説

「
散
り
ぬ
る
を
」
を
、
第
三
項
論
か
ら
分
析
し
た
も
の
を
発
表
し
た
。

本
稿
の
実
践
編
と
し
て
、
あ
わ
せ
て
ご
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

（
や
ま
な
か
・
ま
さ
き
、
本
学
教
授
）


