
日
本
文
化
学
講
義
（
ウ
ェ
ブ
公
開
用
資
料
）

「
モ
デ
ル
小
説
」
か
ら
み
る

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
近
代

日
比

嘉
高　

第

回

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

　
　
現
代
で
も
し
ば
し
ば
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
「
モ
デ
ル
小
説
。

　
　
な
ぜ
、
な
に
が
理
由
と
な
っ
て
問
題
化
し
た
の
か
を
考
え
る
と
き
、

　
　
文
学
的
試
み
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
意
識
、
法
な
ど
が

　
　
歴
史
と
と
も
に
揺
れ
動
い
た
よ
う
す
が
見
え
て
く
る
─
─

こ
の
授
業
に
つ
い
て

・

授
業
の
概
要

　
小
説
の
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
者
が
、
何
ら
か
の
形
で
抗
議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
「
モ
デ
ル
問
題
」
。
明

治
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
モ
デ
ル
問
題
」
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
れ
が
〈
問
題
〉
と
な
っ
た
理
由
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
。

小
説
家
が
な
に
を
書
き
た
い
の
か
、
モ
デ
ル
は
何
に
腹
を
立
て
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
文
芸
思
潮
が
そ
の
時
代
を
支
配
し
、

ど
の
よ
う
な
「
常
識
」
が
人
々
を
規
定
し
て
い
た
の
か
。
複
雑
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
起
こ
る
「
モ
デ
ル
問
題
」
を
時
系

列
に
そ
っ
て
眺
め
て
い
く
と
、
文
学
と
社
会
の
関
係
―
―
と
り
わ
け
小
説
表
現
と
〈
私
的
領
域
〉
と
の
衝
突
の
あ
り
さ
ま

―
―
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
如
実
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
講
義
で
は
、
現
在
に
お
け
る
「
モ
デ
ル
問
題
」
の
あ
り
方
を
出
発
点
と
し
、
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
明
治
期
に
お
け

る
そ
の
初
発
期
の
様
相
を
探
る
。
ト
ピ
ッ
ク
は
三
つ
で
あ
る
。
表
現
の
自
由
と
モ
デ
ル
の
保
護
に
関
す
る
現
代
的
感
覚
の

登
場
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
柳
美
里
『
石
に
泳
ぐ
魚
』
と
そ
の
裁
判
（
一
九
九
四
～
　
）
、
日
本
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
立

役
者
の
一
人
で
あ
り
モ
デ
ル
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
絶
え
な
か
っ
た
作
家
で
も
あ
る
島
崎
藤
村
の
軌
跡
（
一
九
〇
〇
～
一
〇
年

代
）
、
日
本
で
初
め
て
モ
デ
ル
問
題
に
よ
り
発
売
禁
止
処
分
を
受
け
た
内
田
魯
庵
の
「
破
垣
」
（
一
九
〇
一
）
で
あ
る
。

・

授
業
の
到
達
目
標

モ
デ
ル
小
説
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
軸
に
、
文
学
と
社
会
の
関
係
の
変
化
を
理
解
し
、
近
現
代
文
学
の
展
開
を
学
ぶ
。

文
学
テ
ク
ス
ト
の
分
析
か
ら
、
単
に
作
品
や
作
家
の
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
社
会
の
よ
う
す
が
み
え
て

く
る
こ
と
を
学
ぶ
。

・

進
め
方

　
基
本
的
に
は
教
員
に
よ
る
講
義
形
式
で
行
う
。
受
講
生
に
は
、
小
説
テ
ク
ス
ト
な
ど
事
前
に
指
示
し
た
資
料
を
読
ん
で

く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
課
題
な
ど
を
課
す
こ
と
が
あ
る
。



・

単
位
認
定

　
お
お
む
ね
８
割
の
出
席
を
単
位
認
定
の
必
要
条
件
と
し
、
成
績
は
課
題
・
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
状
況
お
よ
び
達
成
度
に
よ
っ

て
判
定
す
る
。
配
点
比
率
は
と
く
に
定
め
な
い
が
、
期
末
レ
ポ
ー
ト
の
完
成
度
を
重
視
す
る
。

・

テ
キ
ス
ト

［
必
読
］
　
柳
美
里
『
石
に
泳
ぐ
魚
』
新
潮
文
庫
　
／
　
他
は
配
布
す
る

［
発
展
］
　
島
崎
藤
村
『
新
生
』

日
程

（
省
略
）



【
資
料

】

『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日

【
資
料

】

『
破
垣
』
の
あ
ら
す
じ

　
何
某
新
男
爵
の
も
と
に
女
中
と
し
て
仕
え
る
お
京
は
、
男
爵
に
よ
る
性
的
な
干
渉
に
悩
ん
で
い
る
。
彼
女
は
訪
れ
た
母

親
に
そ
れ
を
相
談
す
る
が
、
意
外
に
も
母
親
は
お
京
を
叱
責
す
る
。
自
身
か
つ
て
妾
だ
っ
た
彼
女
は
、
男
爵
家
の
内
幕
を

承
知
の
上
で
、
容
色
の
よ
い
娘
を
送
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
秋
の
日
、
男
爵
家
の
別
邸
で
は
、
男
爵
夫
人
発
起
の
矯

風
倶
楽
部
の
秋
季
例
会
が
行
わ
れ
て
い
た
。
境
を
接
し
た
隣
家
の
は

な

れ

離
屋
で
は
会
を
抜
け
出
し
た
男
爵
と
、
彼
の
後
ろ
盾
た

る
老
伯
爵
ら
が
女
談
義
に
花
を
咲
か
せ
、
お
京
の
噂
ま
で
も
し
て
い
る
。
一
方
、
邸
内
の
は

な

れ

離
屋
で
は
、
お
京
が
奇
し
く
も

小
学
校
時
代
の
恩
師
に
再
会
し
、
主
人
の
仕
打
ち
を
訴
え
て
い
た
。
矯
風
会
の
会
員
で
も
あ
る
若
い
小
学
校
教
師
は
男
爵

の
偽
善
に
憤
る
が
、
そ
こ
へ
先
の
席
を
退
出
し
た
男
爵
本
人
が
聞
き
つ
け
て
乗
り
込
ん
で
く
る
。
口
論
の
末
、
男
爵
は
教

師
に
、
矯
風
倶
楽
部
か
ら
除
名
し
た
う
え
、
教
師
も
免
職
に
し
て
や
る
と
言
い
放
つ
。
そ
の
後
、
男
爵
は
ま
す
ま
す
重
用

さ
れ
、
夫
人
は
体
調
が
す
ぐ
れ
ず
、
お
京
と
教
師
の
消
息
は
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
後
日
談
が
付
さ
れ
る
。

【
資
料

】

「
緩
調
急
調
」
『
新
声
』
一
九
〇
七
年
八
月

「×

藤
村
氏
の
「
春
」
は
故
人
透
谷
氏
を
中
心
に
し
て
文
学
界
の
同
人
諸
氏
を
か
く
の
だ
相
だ
、
並
木
は
云
は
ゞ
其
一
説

と
も
見
る
べ
き
も
の
だ
。

×

藤
村
氏
の
従
来
の
作
物
は
殆
ん
ど
事
実
を
骨
子
に
し
た
も
の
だ
、
或
人
は
、
こ
の
故
に
、
藤
村
は
空
想
が
乏
し
い
、
作

家
と
し
て
の
技
倆
は
疑
は
ざ
る
を
得
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
相
だ
。

×

花
袋
氏
の
『
八
年
前
』
中
の
竹
井
と
云
ふ
男
は
花
袋
氏
の
友
人
の
事
を
書
い
た
の
だ
さ
う
だ
。
一
部
の
人
士
間
に
は
、

か
う
友
人
の
事
を
書
く
の
は
い
ゝ
事
だ
ら
う
か
ど
う
か
と
云
ふ
事
が
問
題
に
成
つ
て
居
る
、
但
し
こ
の
問
題
の
意
味
が
、

文
芸
上
の
事
か
道
徳
上
の
事
か
は
聞
き
も
ら
し
た
。
」

★

小
説
表
現
と
〈
私
的
領
域
〉
の
衝
突
を
考
え
る
た
め
に
―
―

〈
私
的
領
域
〉
と
は
何
か
？

た
と
え
ば
電
話
番
号
、
国
勢
調
査
、

・
・
・
・

公
／
私
の
相
互
規
定
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
法
、
文
芸
思
潮
・
・
・

【
資
料

】

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
、
原
著
初
版
一
九
五
八
年
）

「
第
一
に
そ
れ
は
、
公
に
現
わ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
万
人
に
よ
っ
て
見
ら
れ
、
聞
か
れ
、
可
能
な
限
り
最
も
広
く
公
示

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス

現
わ
れ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
形
成
す
る
。〔
…
〕
見
ら
れ
、
聞
か

れ
る
も
の
か
ら
生
ま
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
に
く
ら
べ
る
と
、
内
奥
の
生
活
の
最
も
大
き
な
力
、
た
と
え
ば
、
魂
の
情
熱
、
精

神
の
思
想
、
感
覚
の
喜
び
の
よ
う
な
も
の
で
さ
え
、
そ
れ
ら
が
、
い
わ
ば
公
的
な
現
わ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
一
つ
の
形

に
転
形
さ
れ
、
デ
プ
リ
ヴ
ァ
タ
イ
ズ

非
私
人
化
さ
れ
、
デ
イ
ン
デ
ィ
ビ
デ
ュ
ア
ラ
イ
ズ

非
個
人
化
さ
れ
な
い
限
り
は
、
不
確
か
で
、
影
の
よ
う
な
類
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
よ
う
な
転
形
の
う
ち
で
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、
個
人
的
経
験
を
物
語
と
し
て
語
る
際
に
起
こ
る
。
」
（

）



・

・

モ
デ
ル
小
説
は
何
を
引
き
起
こ
す
か

小
説
家
を
支
持
す
る
か
？

描
か
れ
た
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
か
？

二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
の
大
学
生
た
ち
は
、
ほ
ぼ
九
割
が
読
者
側
に
立
つ
。

だ
が
、
近
代
文
学
の
歴
史
を
多
少
な
り
と
も
知
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
傾
向
が
新
し
い
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
す
ぐ
に

認
め
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
長
篇
小
説
「
新
生
」
に
よ
っ
て
自
身
と
姪
と
の
性
的
関
係
を
告
白
し
、
新
聞
連
載
の
形
で
そ
れ
を
発
表

し
た
島
崎
藤
村
の
例

ど
ち
ら
に
利
が
あ
る
の
か
を
判
定
す
る
判
断
に
は
、
歴
史
的
な
変
遷
が
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
小
説
の
表
現
そ
の
も
の
に
も
歴
史
が
あ
る
。「
新
生
」
と
「
宴
の
あ
と
」
は
と
も
に
近
代
小
説
で
あ

る
が
、
発
表
時
期
に
は
五
〇
年
近
く
の
開
き
が
あ
り
、
そ
の
表
現
の
質
、
と
り
ま
く
文
学
の
場
、
社
会
的
状
況
、
い

ず
れ
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

本
書
が
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
変
化
の
記
述
で
あ
る
。
モ
デ
ル
小
説
は
小
説
の
表
現
と
人
々
の
〈
私
的

領
域
〉
と
の
衝
突
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
史
的
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
小
説
の
近
代
と
、

〈
私
的
領
域
〉
の
近
代
の
双
方
を
再
考
す
る
視
座
を
獲
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

・

・

〈
私
的
領
域
〉
と
は
何
か

ひ
と
ま
ず
文
字
ど
お
り
に
〈
「
私
」
に
属
す
る
も
の
と
人
々
が
考
え
る
範
囲
〉
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
る
。

「
私
」
に
属
す
る
も
の
と
は
何
か
。
こ
れ
を
定
義
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。〈
「
私
」
に
属
す
る
も
の
と
人
々
が
考
え

る
範
囲
〉
が
、
歴
史
的
な
状
況
の
中
で
揺
れ
動
い
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
私
」
に
属
す
る
も
の
が
、

そ
れ
自
体
で
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
公
」
に
属
す
る
も
の
と
の
関
係
の
中
で
規
定
さ
れ
、
ま
た
そ
の
時
代
時

代
の
社
会
的
な
諸
装
置
―
―
メ
デ
ィ
ア
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
法
な
ど
―
―
の
関
係
の
も
と
で
再
定
義
、
再
認
識
さ
れ

続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
今
も
な
お
さ
れ
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
な
る
言
葉
が
登

場
し
た
こ
と
自
体
も
、
こ
の
公
的
な
領
域
と
私
的
な
領
域
の
線
引
き
に
大
き
な
変
更
を
迫
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
電
話
番
号
、
国
勢
調
査
、

・
・
・
・

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
、
原
著
初
版
一
九
五
八
年
）
に
お

い
て
、
ア
テ
ネ
の
古
代
世
界
を
モ
デ
ル
化
し
な
が
ら
、
人
び
と
が
複
数
性
を
保
持
し
な
が
ら
互
い
が
互
い
を
見
聞
き

し
あ
う
〈
公
的
領
域
〉
（
＝
政
治
的
領
域
）
と
、
そ
の
状
態
か
ら
デ
ィ
プ

ラ

イ
ヴ

ド

奪
わ
れ
た
状
態
に
あ
り
欲
求
と
必
要
と
が
支
配
す

る
〈
私
的
領
域
〉（
＝
家
庭
的
領
域
）
と
を
規
定
し
た
。
そ
し
て
近
代
を
、
勃
興
す
る
〈
社
会
〉
が
〈
公
的
領
域
〉
と

〈
私
的
領
域
〉
の
双
方
を
侵
食
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
把
握
し
た
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
図
式
は
、
長
大
な
ス
パ
ン
の
歴
史
的
変
化
を
モ
デ
ル
化
し
理
論
化
し
て
説
明
す
る
。
私
の
考
え
る
彼

女
の
図
式
の
利
点
は
、
な
ぜ
現
代
に
お
い
て
、〈
私
的
領
域
〉
に
属
す
る
は
ず
の
こ
と
が
ら
が
〈
公
的
〉
で
あ
る
は
ず

の
領
域
に
お
い
て
関
心
事
と
な
る
の
か
を
説
明
で
き
る
点
に
あ
る
。
政
治
的
な
も
の
の
価
値
が
下
落
し
て
社
会
の
中

に
と
け
込
み
、
家
庭
的
な
も
の
が
全
面
化
し
て
社
会
に
浸
透
す
る
と
い
う
状
況
は
、
た
と
え
ば
政
治
家
の
非
政
治
的

側
面
―
―
性
や
金
な
ど
―
―
に
お
け
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
、
近
代
以
降
に
お
い
て
は
全
社
会
的
な
関
心
事
に
な
り
う

る
こ
と
の
理
由
を
解
き
明
か
す
の
で
あ
る
。


