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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（二）

要　

旨

　

明
治
維
新
以
後
西
欧
か
ら
移
入
さ
れ
た
、
所
謂
〈
近
代
的
自
我
〉

を
描
出
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
近
代
小
説
の
主
題
で
あ
る
と
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
の
〈
近
代
的
自
我
〉
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
在

る
の
か
。
従
来
の
議
論
（
と
り
あ
え
ず
テ
ク
ス
ト
論
の
登
場
以
前
）

で
は
、
そ
れ
を
自
明
の
存
在
と
し
て
私
た
ち
の
外
部
に
位
置
付
け
、

そ
れ
を
日
本
の
〈
近
代
小
説
〉
が
い
か
に
探
求
し
、
ど
の
よ
う
に
描

き
出
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
前
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、〈
近
代
的
自
我
〉
あ
る
い
は

そ
れ
と
対
を
成
す
〈
他
者
〉
の
概
念
及
び
〈
他
者
認
識
〉
さ
え
も
、

田
中
実
氏
の
い
う
〈
客
体
そ
の
も
の
〉
が
、
私
た
ち
の
意
識
に
映
じ

た
〈
客
体
（
そ
の
も
の
）
の
影
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
基
盤

に
し
つ
つ
、
近
代
小
説
を
読
ん
で
い
く
時
に
、
今
ま
で
の
研
究
で
は

見
逃
さ
れ
て
い
た
、
新
た
な
る
〈
他
者
〉
認
識
と
〈
世
界
像
〉
の
転

換
が
齎
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
三
項
と
い
う
概
念
を

基
底
に
、
日
本
の
近
代
小
説
が
追
及
し
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
問
題

を
検
証
し
て
い
く
た
め
の
基
本
的
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
リ
ア
リ
ズ
ム
・〈
近
代
的
自
我
〉・〈
他
者
〉・ 

第
三
項
（
論
）・
世
界
像
・
認
識

一　
〈
日
本
近
代
文
学
〉
に
お
け
る
〈
他
者
〉
お
よ
び
〈
他

者
認
識
〉
の
問
題

　

水
田
宗
子
は
、
近
代
文
学
に
描
か
れ
る
女
性
像
に
つ
い
て
、
フ
ェ

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
（
二
）

―
―

〈
他
者
認
識
〉
と
〈
世
界
像
の
転
換
〉
を
め
ぐ
っ
て―

―

山　

中　

正　

樹
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ミ
ニ
ズ
ム
の
問
題
系
か
ら
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　

近
代
文
学
は
、
男
と
女
が
〈
他
者
〉
と
し
て
互
い
の
前
に
立

ち
ふ
さ
が
る
光
景
を
、
そ
の
文
学
的
空
間
の
原
像
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
原
像
に
は
、
細
部
に
わ
た
る
複
雑
な
構
図
や
濃

淡
さ
ま
ざ
ま
の
色
彩
な
ど
が
塗
り
重
ね
ら
れ
て
い
て
、
原
画
が

そ
の
ま
ま
む
き
出
し
に
さ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。

　

と
り
わ
け
近
代
の
男
性
作
家
の
作
品
で
は
、
こ
の
重
ね
塗
り

が
色
濃
く
行
わ
れ
、〔
中
略
〕
男
と
女
の
原
像
的
光
景
を
あ
り

あ
り
と
描
き
出
す
道
だ
け
は
回
避
し
よ
う
と
し
て
き
た
跡
が
歴

然
と
見
て
と
れ
る
。〔
中
略
〕

　

男
と
言
う
支
配
的
な
他
者
に
そ
の
自
我
を
封
じ
込
め
ら
れ
る

中
で
、
冷
徹
な
観
察
者
と
し
て
鍛
え
上
げ
て
き
た
女
性
の
リ
ア

リ
ズ
ム
の
目
に
は
、
近
代
の
男
性
文
学
を
特
徴
づ
け
る
こ
の
よ

う
な
女
へ
の
幻
想
と
女
か
ら
の
逃
避
に
よ
る
救
済
図
絵
は
、〔
中

略
〕
な
が
い
歴
史
の
時
間
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
つ
づ
け
、
蓄

積
さ
れ
た
、〈
女
と
い
う
夢
〉
の
分
厚
い
文
化
の
テ
キ
ス
ト
に
、

女
性
も
ま
た
そ
の
内
面
を
呪
縛
さ
れ
、
み
ず
か
ら
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
女
た
ち
も
ま
た
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
心
に
据
え
ら

れ
た
〈
女
と
い
う
メ
タ
フ
ォ
ア
〉
に
頼
っ
て
み
ず
か
ら
の
内
面

風
景
を
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

（「
他
者
の
発
見
と
回
避
」　
『
物
語
と
反
物
語
の
風
景　

文
学
と
女
性
の
想
像
力
』
一
九
九
三
年
十
二
月　

田
畑

書
店
）

　

男
性
の
描
き
出
し
た
〈
幻
の
女
性
像
〉
に
呪
縛
さ
れ
て
、
み
ず
か

ら
の
内
面
を
、
男
性
作
家
の
描
く
女
性
像
通
り
に
な
ぞ
っ
て
し
ま
う

女
性
の
表
現
者
の
姿
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
ラ
カ
ン
が
フ
ロ
イ
ト
の

「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に
お
い
て
指
摘
し
た
、
な
い

は
ず
の
陰
茎
を
切
除
さ
れ
る
恐
怖
に
怯
え
る
「
女
の
子
」
の
姿
を
彷

彿
と
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
図
式
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、

そ
こ
に
日
本
の
近
代
社
会
と
近
代
文
学
に
お
け
る
、
男
性
中
心
的
な

家
父
長
制
に
よ
る
、
女
性
と
女
性
心
理
の
抑
圧
を
見
出
す
こ
と
も
で

き
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

続
け
て
水
田
は
、
川
端
文
学
に
描
か
れ
る
女
性
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
雪
国
』（
一
九
三
五
～
四
七
年
）
や
『
山
の
音
』（
一
九
四
九

～
五
四
年
）、『
千
羽
鶴
』（
一
九
四
九
～
五
一
年
）
な
ど
、
川

端
康
成
の
小
説
の
男
た
ち
も
ま
た
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
の

み
備
え
た
理
想
の
〈
女
〉
を
求
め
て
、
家
庭
の
外
へ
と
放
浪
す

る
の
だ
が
、
そ
の
〈
女
〉
は
家
庭
の
中
だ
け
で
な
く
、
す
で
に

こ
の
世
に
は
い
な
い
、失
わ
れ
た
夢
の
中
の〈
女
〉で
あ
る
。〈
女
〉

を
求
め
る
と
き
、
彼
ら
は
自
分
の
内
面
風
景
を
夢
み
て
い
る
。
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無
垢
な
処
女
で
あ
り
、
母
で
あ
る
、
こ
れ
ら
の
夢
の
女
が
い
な

け
れ
ば
、
彼
ら
に
自
分
た
ち
の
内
面
は
見
え
て
こ
な
い
。〈
女
〉

を
求
め
る
こ
れ
ら
の
小
説
は
、
あ
く
ま
で
も
男
の
内
面
劇
な
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
顕
現
し
て
く
る

は
ず
の
〈
女
〉
の
本
質
が
、
ひ
と
り
の
女
に
体
現
さ
れ
る
こ
と

を
夢
想
す
る
が
、
そ
の
夢
が
成
就
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。（「
女
へ
の
逃
走
と
女
か
ら
の
逃
走
」　

水
田
前
掲
書
所
収
）

　

川
端
文
学
に
描
か
れ
る
女
性
も
あ
る
意
味
で
は
、「
理
想
の
〈
女
〉」

と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
女
で
あ
り
、
作
中
の
男
性
主
人
公

が
そ
れ
を
希
求
す
る
と
い
う
パ
タ
ン
は
、
川
端
文
学
に
お
い
て
も
容

易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
〈
女
〉
た
ち

は
水
田
の
指
摘
ど
お
り
、
現
実
の
世
界
に
は
存
在
し
て
い
な
い
だ
ろ

う
。

　

た
だ
、
水
田
の
指
摘
か
ら
は
、（
男
性
と
女
性
の
関
係
の
問
題
の

当
否
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
）
本
稿
で
問
題
と
す
る
〈
他
者
〉

と
〈
他
者
認
識
〉
の
問
題
や
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
在
り
様
を
め
ぐ
る
、

典
型
的
・
伝
統
的
な
捉
え
方
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
田
は
、

実
在
と
し
て
の
「
男
性
」「
女
性
」
お
よ
び
、
外
側
か
ら
観
察
可
能

な
両
者
の
関
係
性
を
問
題
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
水
田
の
問
題
意
識
か
ら
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
単
純
に
批
判
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
水
田
に
と
っ
て
は
、
現

実
の
、
生
身
の
〈
女
〉
を
見
る
〈
男
〉
た
ち
の
眼
差
し
や
認
識
が
問

題
な
の
で
あ
り
、
外
界
あ
る
い
は
世
界
全
般
の
認
識
の
在
り
様
を
問

題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
方
、
そ
の
よ
う
な
女
を
描
き
だ
す
川
端
の
テ
ク
ス
ト
空
間
、
あ

る
い
は
川
端
文
学
に
お
け
る
世
界
像
に
つ
い
て
、
柄
谷
行
人
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
た
川
端
康
成
の
『
雪
国
』
は
、「
国

境
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
」
で
は
じ
ま
る
。

主
人
公
に
と
っ
て
、
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
は
別
世
界
で
あ
る
。

〔
中
略
〕
彼
が
温
泉
の
芸
者
た
ち
と
の
愛
の
関
係
に
苦
悩
し
た

と
し
て
も
、
彼
は
そ
こ
で
傷
つ
く
こ
と
は
な
い
。
傷
つ
い
た
女

た
ち
を
冷
徹
に
な
が
め
る
主
人
公
の
自
意
識
は
揺
る
ぎ
も
し
な

い
。
な
ぜ
な
ら
別
の
（
他
の
）
世
界
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
は
な
ん
ら
「
他
者
」
に
出
会
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
川
端
が
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
は
、

頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
「
鏡
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
に
と
っ
て
、
女
た
ち
は
鏡
に
映
っ
た
像

に
お
い
て
あ
る
だ
け
な
の
だ
。
女
た
ち
が
現
実
に
ど
う
で
あ
ろ

う
と
彼
は
鏡
に
、
い
い
か
え
れ
ば
自
己
意
識
に
映
っ
た
像
以
外

に
な
ん
ら
の
関
心
も
も
た
な
い
。

　
『
雪
国
』
と
は
、
他
者
に
け
っ
し
て
出
会
わ
な
い
よ
う
に
す
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る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
「
他
の
世
界
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

歴
史
的
文
脈
さ
え
消
さ
れ
て
い
る
。

（「
歴
史
と
他
者―

―

武
田
泰
淳
」『
終
焉
を
め
ぐ
っ
て
』

一
九
九
〇
年
五
月　

福
武
書
店
）

　

一
般
的
な
〈
読
み
〉
の
レ
ベ
ル
で
は
柄
谷
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

川
端
の
小
説
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
現
実
と
は
離
れ
た
別
世
界

に
住
ん
で
い
る
と
言
っ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
柄
谷

の
発
言
に
は
、〈
近
代
小
説
〉
を
め
ぐ
る
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
柄
谷
の
言
う
「「
他
者
」」
の
概
念
定
義
、
あ
る
い
は

「「
他
者
」
に
出
会
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
こ
と
な

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
〈
近
代
小
説
〉
成
立
の
根
幹

に
も
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
も
あ
る
。

　

柄
谷
は
〈
他
者
〉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
し
て
い
る
の

か
。
単
に
〈
自
己
〉
以
外
の
存
在
、
あ
る
い
は
〈
自
己
の
外
側
に
存

在
す
る
も
の
〉
と
い
う
意
味
な
の
か
。
は
た
ま
た
〈
未
知
の
存
在
〉

と
い
う
意
味
合
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「「
他
者
」」
の

内
実
は
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
引
用
部
分
後
段
の
、「『
雪
国
』

と
は
、
他
者
に
け
っ
し
て
出
会
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
作
り
出

さ
れ
た
「
他
の
世
界
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
的
文
脈
さ
え
消
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
言
辞
に
お
い
て
も
、「
雪
国
」
の
物
語
空
間
が
、

ど
の
よ
う
に
〈
他
者
〉
を
排
除
し
て
い
る
の
か
と
い
う
仕
組
み
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
説
明
を
欠
い
て
い
る
。

　

前
稿
（
本
誌
第
二
十
五
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）
で
も
み
た
よ
う

に
、
田
中
実
氏
は
こ
れ
ま
で
日
本
で
〈
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
。

こ
の
〈
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
十
八
号　

二
〇
一
二
年
三
月
）

と
述
べ
、
単
に
「
自
己
」
以
外
の
も
の
を
「
他
者
」
と
す
る
考
え
方

を
退
け
て
い
る
。

　

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
田
中
氏
の
第
三
項
論
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
〈
日
本
近
代
文
学
〉
を
相
対
化
す
る
も
の

で
あ
る
。
右
に
見
た
柄
谷
の
発
言
は
、
田
中
氏
の
言
う
〈
リ
ア
リ
ズ

ム
〉
を
基
盤
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
基
底
に
は
日
本
の
近

代
文
学
が
描
こ
う
と
し
続
け
て
き
た
〈
近
代
的
自
我
〉
が
存
在
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。〈
近
代
的
自
我
〉
と
対
置
さ
れ
る
も
の

と
い
う
認
識
を
基
盤
と
す
る
か
ら
こ
そ
柄
谷
の
言
う
「「
他
者
」」
は
、

概
念
定
義
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
川
端
文
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学
の
主
人
公
た
ち
は
「
他
者
に
け
っ
し
て
出
会
わ
な
い
」
こ
と
に
な

る
。
柄
谷
の
認
識
モ
デ
ル
は
、
決
し
て
ひ
と
り
柄
谷
だ
け
の
持
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
批
評
家
あ
る
い
は
近
代
文
学
研

究
者
だ
け
で
な
く
、
ひ
ろ
く
一
般
の
読
者
も
こ
れ
と
同
じ
認
識
を
し

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

柄
谷
は
右
に
見
た
よ
う
に
、「
雪
国
」
が
「「
他
者
」
に
け
っ
し
て

出
会
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
「
他
の
世
界
」
で

あ
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
別
の
文
章
で
は
そ
れ
に
加
え
、「
日

本
浪
曼
派
が
ま
だ
彼
等
が
払
拭
し
よ
う
と
し
た「
他
者
」・
西
洋
や「
現

実
」
に
逆
接
的
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
川
端
は
そ
れ
を

一
切
括
弧
に
い
れ
て
し
ま
う
装
置
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
雪

国
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
装
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
っ
さ
い
現
実
を

見
な
い
こ
と
、「
鏡
」
の
な
か
に
映
っ
た
像
の
み
を
愛
で
る
こ
と
で

あ
る
。
か
く
て
ど
ん
な
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
無
縁
で
、
滅
び
ゆ

く
「
美
し
い
日
本
の
像
」
の
み
が
定
着
さ
れ
る
」（『
近
代
日
本
の
批

評　

昭
和
篇　

上
』　

平
成
三
年
十
二
月　

ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン
）
と
し
、
日
本
の
伝
統
的
な
美
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
川
端

の
独
特
な
認
識
の
在
り
様
を
問
題
に
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
田
中
実
氏
は
、
そ
の
よ
う
に
「
雪
国
」
を
捉
え
る

柄
谷
の
世
界
観
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
解
釈
に
疑
義
を
示
し
て

次
の
よ
う
に
論
難
す
る
。

　

柄
谷
行
人
氏
は
川
端
文
学
を
「
他
者
消
去
の
装
置
」
と
呼
び
、

『
雪
国
』
を
「
い
っ
さ
い
現
実
を
見
な
い
こ
と
、『
鏡
』
の
な
か

に
映
っ
た
像
の
み
を
愛
で
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
ど
ん
な

戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
無
縁
で
、滅
び
ゆ
く
『
美
し
い
日
本
』

の
像
の
み
が
定
着
さ
れ
る
。」
と
指
摘
す
る
。

〔
中
略
〕

　

こ
こ
に
は
〈
こ
と
ば
の
仕
組
〉
に
向
か
お
う
と
し
な
い
読
み

手
の
基
本
的
な
誤
謬
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
小
説

で
は
「『
鏡
』
の
な
か
に
映
っ
た
像
の
み
を
愛
で
る
」
島
村
が

最
初
か
ら
生
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
主
人
公
の
島
村

は
昭
和
初
年
代
か
ら
十
年
代
「
実
際
運
動
」
に
関
わ
っ
て
い
た
。

島
村
は
闘
う
青
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
の
こ
と
は
な
に
も

書
か
れ
て
い
な
い
が
、
敗
戦
を
は
さ
ん
で
、
か
っ
て
社
会
体
制

と
の
闘
争
に
挫
折
し
、
中
年
と
な
っ
た
男
の
内
な
る
「
が
ら
ん

ど
う
」
が
今
す
べ
て
を
空
無
と
捉
え
る
よ
う
な
感
性
か
ら
抜

け
ら
れ
ず
に
い
る
現
実
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
雪
国
』

に
は
歴
史
が
消
え
て
い
る
の
で
も
歴
史
的
文
脈
が
な
い
の
で
も

な
い
。『
雪
国
』
は
戦
時
下
の
社
会
体
制
と
激
し
く
対
峙
し
た

経
験
を
持
つ
主
人
公
の
感
性
が
、
日
本
の
最
も
優
れ
た
伝
統
文

学
（
こ
こ
で
は
芭
蕉
）
に
連
な
り
、
宇
宙
（
悠
久
）
と
一
体
化

し
て
い
る
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
戦
争
へ
向
か

う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
め
て
無
化
さ
せ
る
表
現
の
自
立
し
た
世
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界
、
川
端
文
学
の
真
髄
が
あ
る
、
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

（
田
中　

実
「
戦
争
と
川
端
文
学　

―
―

川
端
康
成
『
ざ

く
ろ
』」『
国
語
通
信
』
夏
号　

平
成
三
年
六
月　

筑
摩

書
房　

後
『
小
説
の
力　

新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
』

平
成
八
年
二
月　

大
修
館
書
店
）

　

田
中
氏
の
こ
の
所
説
に
は
、
川
端
本
人
で
は
意
識
し
得
な
か
っ
た

（
あ
る
い
は
意
識
し
て
い
て
も
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
）、「
川

端
文
学
」
の
戦
争
へ
の
〈
加
担
〉
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
横
た
わ
っ

て
い
る
。
川
端
自
身
、あ
る
い
は
同
時
代
や
旧
来
の
川
端
の
〈
読
者
〉

な
ら
、「
川
端
は
戦
争
と
距
離
を
置
い
て
い
た
」
と
楽
観
的
に
語
る

こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
代
の
「
私
た
ち
」
に
は
、

そ
う
し
た
無
責
任
な
態
度
は
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。

　

田
中
氏
の
指
摘
は
と
り
あ
え
ず
、「
ざ
く
ろ
」（
昭
和
十
八
年
五
月
）

に
お
け
る
〈
戦
争
〉
や
〈
天
皇
制
〉
を
め
ぐ
っ
て
の
発
言
な
の
だ
が
、

柄
谷
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
実
体
論
的
世
界
認
識
へ
の
批
判
と
し

て
も
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。
柄
谷
の
発
言
は
、
自
己
と
他
者
、
あ

る
い
は
世
界
と
自
己
の
関
係
を
、
ど
こ
ま
で
も
実
体
的
な
も
の
と
捉

え
、
そ
れ
を
現
実
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
一
切
括
弧
に
い
れ
て
し
ま

う
装
置
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
実
体
論
的
な
立
場
か
ら
発

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

前
稿
で
も
み
た
田
中
氏
の
第
三
項
論
か
ら
捉
え
れ
ば
、
柄
谷
の
認

識
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
近
代
文
学
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

の
伝
統
の
枠
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
世
界
観
認

識
に
お
い
て
決
定
的
な
過
ち
を
犯
し
た
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
次
に
、
田
中
氏
の
所
説
を
紹
介
し
な
が

ら
、
日
本
の
「
近
代
小
説
」
に
お
け
る
〈
他
者
〉（
も
し
く
は
〈
他

者
性
〉）
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う

二　
〈
日
本
近
代
文
学
〉
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
実

体
論
的
世
界
観
を
め
ぐ
る
誤
謬

　

右
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
田
中
氏
は
〈
近
代
の
物
語
〉
と
〈
近
代

小
説
〉
を
峻
別
す
る
。
し
か
し
日
本
の
近
代
文
学
研
究
史
で
は
、
そ

れ
ら
が
区
別
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
現
状
が
齎
す
問
題
点

に
つ
い
て
、
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
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
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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　

ゴ
チ
ッ
ク
は
原
文

の
ま
ま
。
以
下
同
じ
）

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
す
る
。

　

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

は
永
遠
に
捉

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
客
体
そ
の
も
の

0

0

0

0

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
。

（
同
「〈
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
」　

傍
点
は

原
文
の
ま
ま
）

　

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
展
開
〉を
経
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
以
降
の
、〈
読
み
の
ア
ナ
ー

キ
ー
〉
や
、
バ
ル
ト
の
〈
還
元
不
可
能
な
複
数
性
〉
に
よ
っ
て
齎
さ

れ
た
〈
文
学
〉
の
終
焉
か
ら
、
如
何
に
〈
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
。こ
の
こ
と
に
関
し
て
田
中
氏
は
、次
の
よ
う
に
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
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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
）

　

先
に
述
べ
た
柄
谷
ら
の
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
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
柄
谷
は
、
近
代
文
学
に
絶
望
し
、
文
学
は
終
焉
し
た
と
し
て

文
芸
批
評
を
放
棄
す
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
柄
谷
自
身
の

問
題
点
も
ふ
く
め
、
日
本
の
近
代
文
学
（
研
究
）
が
陥
っ
て
き
た
陥

穽
に
つ
い
て
田
中
氏
は
、
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
「
三
人
称
客
観
」
が
与
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
価
値
が
近
代
小

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
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
』　

二
〇
〇
七
年
七
月　

右
文
書
院
）

　

田
中
氏
が
何
度
も
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
文
学

研
究
に
お
い
て
は
、〈
他
者
〉
や
〈
世
界
〉
は
、
私
た
ち
の
外
側
に
、

実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
捉
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
が
、
柄
谷

は
じ
め
多
く
の
研
究
者
の
誤
り
の
源
泉
で
あ
る
。
前
稿
あ
る
い
は
こ

れ
ま
で
様
々
な
場
所
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
田
中
実
氏
の
第
三
項

論
か
ら
日
本
の
近
代
小
説
を
読
み
直
し
た
時
に
、
そ
れ
ら
と
は
全
く

異
な
る
世
界
像
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

反
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
の
文
学
世
界　

―
―

「
第
三
項
と

〈
世
界
像
の
転
換
〉」
の
た
め
に―

―
　

く
ど
い
よ
う
だ
が
、
柄
谷
た
ち
の
言
う
「
近
代
小
説
」
は
、
そ
の

存
在
価
値
を
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
に
置
い
て
い
る
が
、先
に
挙
げ
た
「
雪

国
」
を
は
じ
め
と
す
る
川
端
康
成
の
小
説
世
界
は
必
ず
し
も
そ
う
で
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は
な
い
。

　

新
感
覚
派
時
代
の
小
説
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、〈
心
霊
学
〉
の

影
響
を
う
け
超
常
的
な
現
象
を
描
い
た
と
言
わ
れ
る
昭
和
初
期
の
段

階
に
お
い
て
も
、
ま
た
非
現
実
的
な
空
間
を
描
き
、
そ
の
中
で
起
こ

る
反
社
会
的
・
非
倫
理
的
な
ド
ラ
マ
に
よ
り
、
所
謂
〈
魔
界
〉
と
言

わ
れ
る
世
界
を
描
出
し
た
戦
後
の
小
説
世
界
に
お
い
て
も
、
川
端
文

学
に
お
け
る
反
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
た
。
自
分

を
取
り
巻
く
現
実
を
超
え
た
も
の
を
如
何
に
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
く
の
か
。
川
端
の
文
体
上
の
腐
心
は
そ
こ
に

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
〈
新
感
覚
派
〉
的
な
文
体
を
は
じ
め
と

す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
表
現
に
込
め
ら
れ
た
真
の
意
味
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

本
来
は
認
識
不
可
能
な
は
ず
の
外
界
を
切
り
取
り
、
言
葉
に
よ
っ

て
描
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
矛
盾
し
た
運
命
を
背
負
う
、
作
家
と

い
う
立
場
に
お
い
て
、田
中
氏
が
言
う
「〈
語
り
、語
ら
れ
る
〉
現
象
」

の
営
為
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
「
近
代
小
説
」
の
世
界

像
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
追
求
し
た
ひ
と
り
の
作
家
と
し
て
、
川
端
康

成
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
を
皮
相
な
リ
ア

リ
ズ
ム
の
眼
で
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、「
危
機
」
も
限
界
も
見
て
と

れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
し
い
誤
解
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

川
端
が
抱
い
て
い
た
言
語
観
に
つ
い
て
は
、
先
に
本
誌
「
二
十
二

号
」（
二
〇
一
二
年
三
月
）
で
も
触
れ
た
の
だ
が
（
拙
稿
「
川
端
康

成
に
お
け
る
言
語
の
到
達
不
可
能
性
に
つ
い
て―

―

川
端
康
成
の
言

語
観
〈
三
〉―

―

」）、
そ
の
核
心
は
「
言
語
の
到
達
不
可
能
性
」
を

め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
川

端
が
言
語
や
表
現
に
触
れ
た
言
説
の
中
か
ら
、
ひ
と
つ
だ
け
を
挙
げ

て
お
こ
う
。

　

現
実
と
云
ふ
も
の
に
就
て
も
、
言
葉
と
云
ふ
も
の
に
就
て
右

に
述
べ
た
と
同
じ
や
う
な
こ
と
が
云
へ
る
。
現
実
の
形
を
、
現

実
の
限
界
を
、
安
易
に
信
頼
し
過
ぎ
て
ゐ
る
人
か
ら
深
い
芸
術

は
生
れ
な
い
。
人
間
は
現
実
界
に
生
活
す
る
も
の
で
あ
り
、
一

歩
進
ん
で
、
人
生
と
は
現
実
界
で
あ
る
と
云
ふ
考
へ
方
は
、
な

か
な
か
動
か
し
難
い
現
実
主
義
の
芸
術
を
形
造
る
が
、
精
神
の

低
迷
を
招
き
が
ち
な
危
険
が
あ
る
。
事
実
ま
た
、
少
し
く
凝
視

す
れ
ば
、
現
実
と
云
ふ
も
の
は
底
抜
で
あ
る
。
現
実
を
よ
り
鋭

く
捉
へ
る
精
神
程
、
現
実
の
相
に
就
て
よ
り
多
く
の
懐
疑
に
陥

る
。

（「
表
現
に
就
て
」　

初
出
「
文
芸
時
代
」
大
正
十
五
年

三
月
号　
『
川
端
康
成
全
集　

第
三
十
二
巻
』
昭
和

五
十
七
年
七
月　

新
潮
社
）

　

川
端
は
、
世
界
を
「
底
抜
」
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
言
語
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だ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
認
識
や
感
覚
に
よ
っ
て
も
、
世
界
の
実

像
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
川
端
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
か
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
い
ま
ま
で
見
て
き
た
、
日
本
の
近
代
文
学
に
お
け
る
伝
統

的
な
実
体
論
的
世
界
観
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
田
中
氏
の
い

う
第
三
項
論
の
考
え
方
と
認
識
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

論
を
俟
た
な
い
。

　

田
中
氏
は
第
三
項
に
か
か
わ
る
議
論
の
際
、
村
上
春
樹
の
小
説
を

例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
が
、
川
端
康
成
の
小
説
世
界
も

こ
れ
ら
と
共
通
す
る
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
〈
近
代
小

説
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
も
つ
、
始
原
的
・
根
源
的
特
徴
が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。　

村
上
春
樹
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
は
宇
宙
の
か
な
た
か
ら

吹
く
「
風
」、
後
に
「
同
時
存
在
」、
さ
ら
に
「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー

ル
ド
」
と
呼
ば
れ
る
問
題
と
向
き
合
っ
て
い
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
〈
近
代
小
説
〉
と
言
う
ジ
ャ
ン
ル
、
三
人
称
客
観
と
い

う
文
学
形
式
が
こ
れ
を
要
求
し
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
こ
れ

は
知
覚
の
領
域
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は

成
立
し
な
い
、
仕
組
み
で
あ
り
、〈
言
語
以
前
〉
の
〈
向
こ
う
〉、

永
劫
の
「
沈
黙
」
の
世
界
か
ら
こ
ち
ら
に
〈
折
り
返
し
〉
て
現

世
を
捉
え
る
試
み
に
踏
み
込
ん
で
い
た
の
で
す
。

（「「『
舞
姫
』
の
恐
る
べ
き
先
駆
性　

―

近
代
文
学
研

究
状
況
批
判
／
〈
語
り
手
〉
の
語
ら
な
い
自
己
表

出―

」　

清
田
文
武
編
『
森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
読
む
』

二
〇
一
三
年
四
月　

勉
誠
出
版
）

　

田
中
氏
は
、私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
を
、「〈
言
語
以
前
〉
の
〈
向

こ
う
〉」（
あ
る
い
は
「
感
覚
以
前
」）
と
位
置
付
け
る
。
そ
れ
は
「
了

解
不
能
」
で
あ
り
、
私
た
ち
の
認
識
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

本
来
は
、
言
語
で
は
表
現
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

を
考
え
る
た
め
の
仮
設
概
念
が
「
第
三
項
」
で
あ
る
。
繰
返
す
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
は
世
界
を
、〈
主
対
〉
と
〈
客
体
〉
の
二
つ
で
捉
え
、

そ
れ
ぞ
れ
を
実
体
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
世

界
を
主
客
二
元
論
で
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、「
不
可
知
論
」
か
「
懐

疑
論
」
の
無
限
ル
ー
プ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
脱
し
て
、
自

己
と
世
界
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
の
か
。
世
界
の
在
り
様
を

ど
う
見
定
め
て
い
く
の
か
。
い
ま
ま
で
種
々
論
じ
て
き
た
が
、
近
代

的
な
科
学
観
の
限
界
を
超
え
て
い
く
た
め
に
は
、こ
の
第
三
項
（
論
）

が
必
要
だ
と
論
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
田
中
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　

近
代
社
会
に
な
る
と
、「
あ
り
の
ま
ま
」
に
世
界
を
捉
え
よ
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う
と
し
ま
し
た
が
、同
時
に
そ
れ
を
相
対
化
し
、「
あ
り
の
ま
ま
」

と
は
人
が
知
覚
し
、
意
識
さ
れ
た
世
界
で
し
か
な
い
こ
と
を
知

り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
無
意
識
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら

し
め
ま
す
。
こ
の
言
語
化
を
許
さ
な
い
領
域
と
葛
藤
し
な
が
ら
、

目
指
す
べ
き
こ
と
は
主
客
相
関
の
世
界
像
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の

永
劫
の
沈
黙
、
了
解
不
能
の
《
他
者
》
と
向
き
合
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
捉
え
た
世
界
像
そ
れ
自
体
が
底
抜
け
の
領
域

で
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
世
界
像
の
転
換
、〈
近
代
小
説
〉
を
読
む
た
め
に―

続
々
〈
主
体
〉
の
構
築―
」「
日
本
文
学
」
二
〇
一
四

年
八
月
号
）

　

第
三
項
を
前
提
と
し
た
世
界
認
識
や
読
書
行
為
が
齎
す
「
了
解
不

能
の
《
他
者
》」
と
の
対
峙
に
よ
っ
て
、〈
近
代
小
説
〉
の
意
味
も
正

し
く
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
の
「
宿
命
の
創

造
」
や
「〈
主
体
〉
の
（
再
）
構
築
」
を
可
能
に
す
る
と
田
中
氏
は

訴
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
い
ま
、〈
世
界
像
の
転
換
〉
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。「「〈
主
体
〉の
構
築
」を
実
践
し
て
い
く
に
は「
世

界
像
の
転
換
」
を
必
須
と
す
る
の
で
す
。
相
対
主
義
の
闇
、
こ
こ
か

ら
退
却
し
、撤
退
す
る
の
で
は
な
く
、こ
れ
を
潜
り
抜
け
、〈
い
の
ち
〉

の
意
味
を
抉
り
出
す
こ
と
を
願
い
ま
す
」（「
現
実
は
言
葉
で
出
来
て

い
る―

『
金
閣
寺
』
と
『
美
神
』
の
深
層
批
評―

」　
「
都
留
文
科
大

学
大
学
院
紀
要
」
第
十
九
集　

二
〇
一
五
年
三
月
）
と
田
中
氏
は
い

う
。
第
三
項
を
措
定
し
て
主
客
二
元
論
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
的
世
界

観
を
脱
し
、「
了
解
不
能
の
《
他
者
》」
と
向
き
合
う
こ
と
。
そ
こ
か

ら
す
べ
て
が
始
ま
る
の
だ
。

〔
付
記
〕

　

田
中
実
氏
は
現
在
、
日
本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
の
活
動
を
機

軸
と
し
な
が
ら
、
こ
の
第
三
項
（
論
）
を
基
盤
と
し
た
小
説
の
〈
読

み
〉
と
文
学
（
国
語
）
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
提
言
と
実

践
を
み
せ
て
く
れ
て
い
る
。
現
今
の
中
心
的
課
題
は「
第
三
項
と〈
世

界
像
の
転
換
〉」
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
右
「
日
本
文
学
」
二
〇
一
四
年
八
月
号
掲
載
の

「
世
界
像
の
転
換
、〈
近
代
小
説
〉
を
読
む
た
め
に―

続
々
〈
主
体
〉

の
構
築―

」
や
、「「
神
々
の
闘
い
」
の
時
代
に
、
鴎
外
の
『
寒
山
拾

得
』
を
読
む
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
一
五
年
八
月
）
を
は
じ
め
と
す

る
田
中
氏
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
と
く
に
本
文
中
で
も
紹
介
し

た
「「
現
実
は
言
葉
で
出
来
て
い
る―

『
金
閣
寺
』
と
『
美
神
』
の

深
層
批
評―

」
は
、
近
代
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
現
代
に
生
き
る

私
た
ち
に
認
識
の
転
換
を
迫
る
重
要
な
問
題
を
包
含
し
て
い
る
必
読

の
論
文
で
あ
る
。
是
非
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。

（
や
ま
な
か
・
ま
さ
き
、
本
学
教
授
）


