
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

　
島
崎
藤
村
、
写
実
小
説
の
ジ
レ
ン
マ

５
　
「
新
生
」
へ

＋

ま
と
め

　
　
　
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
へ
―
―

　
　
　
藤
村
の
変
化
、
時
代
の
変
化
を
読
み
と
ろ
う
。

前
回
の
や
り
残
し
―
―
「
突
貫
」

・

「
名
の
つ
け
や
う
の
無
い
恐
怖
」
と
〈
伝
説
〉
の
中
の
亀
裂

　

分
析

作
品
の
論
理
構
成
か
ら
考
え
る

（
１
）「
旧
主
人
」
「
藁
草
履
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
〈
写
す
（
＝
表
層
）
〉

／
〈
精
髄
（
＝
深
層
）

〉

に
振
り
分
け
て
み
る

（
２
）「
旧
主
人
」
「
藁
草
履
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
書
く
・
話
す
／
読
む
・
聞
く

に
振
り
分
け
て
み
る

「
私
は
無
い
も
の
を
有
る
や
う
に
見
せ
る
手
品
師
で
は
無
い
。
」

「
先
生
は
私
に
向
つ
て
何
事
も
言
は
な
い
。
け
れ
ど
も
私
は
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
」

「
私
の
始
め
た
こ
と
は
旧
師
に
ま
で
背
く
や
う
な
結
果
を
持
ち
来
し
た
。
そ
の
意
味
か
ら
言
つ
て
も
、〔…
〕
去
り
た
い
と
思
ふ
。」

「
突
貫
」
は
、
伝
説
を
形
成
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
亀
裂
を
入
れ
て
し
ま
う
作
品
で
も
あ
る
。

・

小
説
―
―
こ
の
「
不
思
議
な
性
質
」

◇
「
斯
の
真
昼
間
、
私
達
の
鼻
の
先
で
行
は
れ
た
こ
と
を
写
し
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
で
斯
う
自
分
の
気
が
咎
め
る
だ
ら
う
。
」

◇
「
実
際
私
の
始
め
た
こ
と
は
斯
う
い
ふ
不
思
議
な
性
質
の
も
の
だ
。
」

　

　
小
さ
な
共
同
体
内
で
の
噂
話
と
、
小
説
と
は
何
が
違
う
の
か
？

公
共
性
、
リ
ア
リ
テ
ィ
、
転
形

■
引
用

■

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
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
。
」
（

）

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
近
代
小
説
１
　
出
版
と
流
通

著
作
権
意
識
の
高
ま
り
、
「
自
費
出
版
」
の
先
駆
け
と
し
て
の
藤
村

執
筆
、
出
版
、
流
通
、
享
受
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
、
当
時
最
も
自
覚
的
だ
っ
た
作
家

【
前
回
資
料
】
藤
村
「
著
作
と
出
版
」
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
二
五
年
五
月
二
五
日
）

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
近
代
小
説
２
　
滞
留
、
蓄
積

○
「
も

う

最
早
あ
の
話
を
読
ん
だ
人
も
忘
れ
る
頃
だ
。
」

　
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
か
ら
だ
身
を
す
く縮
め
ず
に
其
番
小
屋
の
側
を
通
れ
な
か
つ
た
。
」

実
際
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
経
験
を
語
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
水
彩
画
家
」
に
ま
つ
わ
る
モ
デ
ル
問
題

の
、　タ
、　イ
、　ム
、　ラ
、　グ
を
経
験
し
て
い
る
藤
村
が
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

小
説
は
、
出
版
の
形
態
を
変
え
何
度
も
刊
行
さ
れ
う
る
。
し
か
も
、
モ
ノ
と
し
て
長
く
存
続
す
る
。

「
新
生
」
論

▼
「
新
生
」
「
新
生
事
件
」
に
つ
い
て
　

　
別
紙
・
『
島
崎
藤
村
事
典
』
明
治
書
院

▼
「
新
生
」
は
、《
主
人
公
岸
本
が
「
懺
悔
」
（
＝
「
新
生
」
）
の
執
筆
を
思
い
立
ち
、
発
表
し
て
い
く
物
語
》
と
も
い
え
る
。

　
・
　
岸
本
が
告
白
を
思
い
立
つ
場
面
　
　

【
資
料

】

後
編
　
九
十
二
～
三

　
・
　
告
白
を
た
め
ら
う
場
面
　
　

【
資
料

】

後
編
　
百
八

　
・
　
「
懺
悔
」
が
発
表
さ
れ
、
周
囲
の
反
響
が
あ
る
場
面
　
　

【
資
料

】

後
編
　
百
十
五

　
　
　
　

　
「
新
生
」
を
書
く
こ
と
と
、
書
か
れ
る
こ
と
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
考
え
る
。

・

書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
物
語

▼

書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
釈

■
引
用

■

相
馬
庸
郎
「
『
新
生
』
試
論
」
『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
六
九
年
一
〇
月

「
最
後
に
く
る
「
懺
悔
」
の
稿
を
書
く
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
お
の
れ
の
真
実
と
二
人
の
立
た
さ
れ
て
い
る
矛
盾
的
な
場

所
を
見
据
え
る
た
め
に
ま
ず
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
発
表
す
る
と
い
う
行
為
は
、
お
の
れ
の
到
達
し
た
世
界
を
真
に

客
観
化
す
る
た
め
に
必
然
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
」

　

　
書
く
こ
と
＝
認
識

▼

ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
に
よ
る
読
み
な
お
し



■
引
用

■
千
田
洋
幸
「
性
／
〈
書
く
〉
こ
と
の
政
治
学
―
―
『
新
生
』
に
お
け
る
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ

男
性
性
の
戦
略
―
―
」
『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
九
四
年
一
〇
月

「
こ
の
小
説
を
〈
書
く
〉
こ
と
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
読
む
、
と
い
う
解
釈
コ
ー
ド
を
導
入
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
新
生
』

に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
岸
本
が
自
己
の
近
親
相
姦
の
体
験
を
え
が
く
「
懺
悔
」
と
い
う
小
説
を
発
見
す
る
物
語
、
す
な
わ
ち
岸
本
が

ペ
ン
を
獲
得
し
て
ゆ
く
ま
で
の
物
語
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
つ
ね
に
密
接
に
む
す
び
つ

い
た
形
で
言
説
化
さ
れ
て
も
い
る
〔
…
〕
」

「
す
な
わ
ち
、
岸
本
が
「
懺
悔
」
を
〈
書
く
〉
こ
と
は
、
女
を
〈
犯
す
〉
こ
と
―
―
節
子
と
の
肉
体
関
係
を
む
す
び
、
反
発
心
を
抑
圧
し

つ
つ
懐
柔
し
、
自
己
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
女
性
像
に
し
た
て
あ
げ
て
ゆ
く
行
為
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
岸
本
に
お

け
る
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ

男
性
性
の
意
味
を
生
成
す
る
。
」

　

　
書
く
こ
と
＝
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ

男
性
性
の
獲
得
＝
女
性
の
抑
圧

・

書
か
れ
る
こ
と
を
め
ぐ
る
物
語

　
こ
の
「
抑
圧
」
の
問
題
を
女
性
（
こ
こ
で
は
節
子
）
に
対
す
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、〈
書
か
れ
る
者
〉
に
対
す
る
〈
書

く
者
〉
の
抑
圧
の
問
題
と
し
て
、
拡
張
し
て
考
え
て
み
る
。

　
岸
本
は
、
節
子
の
〈
ペ
ン
〉
を
奪
い
客
体
化
す
る
こ
と
で
、
創
作
者
の
立
場
を
独
占
す
る
。

　
　
　
　
　

　
岸
本
は
、〈
書
か
れ
る
者
〉の
反
論
の
機
会
を
奪
い
客
体
化
す
る
こ
と
で
、創
作
者
の
立
場
を
独
占
す
る（
確
固
た
る
も
の
に
す
る
）
。

　
　

「
懺
悔
」
へ
の
周
囲
の
反
響
　
【
資
料

】

■
引
用

■

「
新
生
」
後
編
　
百
十
五

「
そ
う
お
前
達
に
心
配
を
掛
け
て
、
そ
れ
は
俺
も
済
ま
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
誰
が
迷
惑
す
る
ッ
て
言
っ
た
っ
て
、
一
番
迷
惑
す
る

の
は
俺
じ
ゃ
な
い
か
」

岸
本
は
、
自
分
の
表
現
行
為
が
与
え
て
い
る
暴
力
性
に
徹
底
し
て
無
自
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
れ
は
藤
村

自
身
の
感
覚
と
も
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、
小
説
テ
ク
ス
ト
は
主
た
る
登
場
人
物
＝
知
覚
者
の
認
識
に
反
す
る
要
素
を
も
含
み
も
つ
。

先
の
輝
子
の
場
面
、
ま
た
次
の
場
面
。

■
引
用

■

「
新
生
」
前
編
、
十
六

「
彼
は
あ
る
新
聞
社
の
主
筆
が
法
廷
で
陳
述
し
た
言
葉
を
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
主
筆
に
言
わ
せ
る
と
、
世
に
は
法
律
に
触

れ
な
い
ま
で
も
見
遁
し
が
た
い
幾
多
の
人
間
の
罪
悪
が
あ
る
。
社
会
は
こ
れ
に
向
っ
て
制
裁
と
打
撃
と
を
加
え
ね
ば
成
ら
ぬ
。
新
聞
記

者
は
好
ん
で
人
の
私
行
を
摘
発
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
社
会
に
代
っ
て
そ
れ
ら
の
人
物
を
筆
誅
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
。

こ
う
し
た
眼
に
見
え
な
い
石
が
自
分
の
方
へ
飛
ん
で
来
る
時
の
痛
さ
以
上
に
、
岸
本
は
見
物
の
喝
采
を
想
像
し
て
見
て
悲
し
く
思
っ
た
。

　
昼
と
夜
と
は
長
い
瞬
間
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
成
っ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
岸
本
の
神
経
は
姪
に
負
わ
せ
又
自
分
で
も
負
っ
た
ふ

か

で

深
傷

に
向
っ
て
注
ぎ
集
る
よ
う
に
成
っ
て
行
っ
た
。

　
岸
本
は
硝
子
戸
に
近
く
行
っ
た
。
往
来
の
方
へ
向
い
た
二
階
の
て
す
り

欄
の
と
こ
ろ
か
ら
狭
い
町
を
眺
め
た
。
白
い
障
子
の
は
ま
っ
た
幾
つ

か
の
窓
が
向
い
側
の
町
家
の
う

え

階
上
に
も
し

た

階
下
に
も
あ
っ
た
。
そ
の
窓
々
に
は
、
岸
本
の
家
で
部
屋
の
壁
を
塗
り
か
え
て
さ
え
、「
お
嫁
さ

ん
で
も
お
迎
え
に
成
る
ん
で
す
か
」
と
噂
す
る
よ
う
な
近
所
の
人
達
が
住
ん
で
い
た
。
い
か
な
る
町
内
の
秘
密
を
も
聞
き
も
ら泄
す
ま
い
と

し
て
い
る
よ
う
な
あ
る
商
家
の
か
み
さ
ん
は
大
き
な
風
呂
敷
包
を
背
負
っ
て
、
買
出
し
の
帰
り
ら
し
く
町
を
通
っ
た
。」

新
聞
種
に
さ
れ
「
筆
誅
」
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖



近
所
の
噂
の
種
に
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖

　

　
こ
れ
ら
は
自
ら
の
反
社
会
的
行
為
に
対
し
て
課
さ
れ
る
制
裁
へ
の
恐
怖
で
あ
る

　

　
が
同
時
に
、
〈
書
か
れ
る
側
〉
の
恐
怖
を
触
知
し
て
い
る
場
面
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

・

大
衆
文
化
の
時
代
へ
―
―
「
新
生
」
と
ゴ
シ
ッ
プ
的
関
心

「
新
生
」
は
従
来
、
純
文
学
の
枠
内
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
次
の
芥
川
と
の
や
り
と
り
。

■
引
用

■

芥
川
龍
之
介
「
或
阿
呆
の
一
生
」
『
改
造
』
一
九
二
七
年
一
〇
月

「
〔
…
〕
ル
ツ
ソ
オ
の
懺
悔
録
さ
へ
英
雄
的
な
（
う
そ
）
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
た
。
殊
に
「
新
生
」
に
至
つ
て
は
、
―
―
彼
は
「
新
生
」
の

主
人
公
ほ
ど
ら
う
く
わ
い

老
獪
な
偽
善
者
に
出
会
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
」

■
引
用

■

島
崎
藤
村
「
芥
川
龍
之
介
君
の
こ
と
」

「
芥
川
君
は
懺
悔
と
か
告
白
と
か
に
重
き
を
於
い
て
あ
の
『
新
生
』
を
読
ん
だ
や
う
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
懺
悔
と
い
ふ
こ
と
に
そ
れ

ほ
ど
重
き
を
置
い
て
あ
の
作
を
書
い
た
の
で
は
な
い
。
人
間
生
活
の
真
実
が
い
く
ら
も
私
達
の
言
葉
で
尽
せ
る
も
の
で
も
な
く
又
書
き

あ
ら
は
せ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
心
を
潜
め
た
上
で
の
人
で
、
猶
且
つ
私
の
書
い
た
も
の
が
嘘
だ
と
言
は
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
進
ん

で
ど
ん
な
非
難
に
当
り
も
し
よ
う
が
、
も
と
も
と
私
は
自
分
を
偽
る
ほ
ど
の
余
裕
が
あ
つ
て
あ
の
『
新
生
』
を
書
い
た
も
の
で
も
な
い
。

当
時
私
は
心
に
激
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
あ
あ
い
ふ
作
を
書
い
た
も
の
の
、
私
達
の
時
代
に
濃
い
デ
カ
ダ
ン
ス
を
め
が
け
て
鶴
嘴
を
打
ち

込
ん
で
見
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
荒
れ
す
さ
ん
だ
自
分
等
の
心
を
掘
り
起
し
て
見
た
ら
生
き
な
が
ら
の
地
獄
か
ら
、
そ
の
ま
ま
、
あ
ん

な
世
界
に
活
き
反
る
日
も
来
た
と
言
つ
て
見
た
い
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
」

　
こ
の
範
囲
だ
と
藤
村
の
作
家
と
し
て
の
姿
勢
や
創
作
法
の
問
題
、
作
品
の
表
現
の
あ
り
方
の
検
討
に
と
ど
ま
る
。

　
だ
が
、「
新
生
」
の
新
聞
発
表
は
一
九
一
八
～
九
年
（
単
行
本
、
一
九
一
九
）
。
モ
デ
ル
問
題
と
い
う
視
座
か
ら
す
れ

ば
、
以
降
の
大
正
末
期
、
昭
和
初
期
に
興
隆
す
る
大
衆
文
化
と
の
関
係
が
重
要
。「
新
生
」
は
文
学
的
名
作
と
い
う

価
値
づ
け
が
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
中
間
層
以
下
に
向
け
た
ゴ
シ
ッ
プ
的
好
奇
心
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　

【
資
料

】

『
婦
人
公
論
』
「
懺
悔
物
語
」
号
、
一
九
二
〇
年
一
月
、
目
次

　

【
資
料

】

「
悲
劇
の
自
伝
」
『
婦
人
公
論
』
一
九
三
七
年
五
、
六
月

藤
村
と
モ
デ
ル
問
題
の
ま
と
め

二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
文
壇
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
旋
回

取
材
範
囲
の
身
辺
へ
の
狭
隘
化

「
諜
者
の
眼
」
の
時
代
の
到
来
へ

文
芸
メ
デ
ィ
ア
の
成
長

モ
デ
ル
問
題
の
発
生

「
作
家
―
読
者
―
メ
デ
ィ
ア
」
の
狭
い
範
囲
の
情
報
共
有
を
要
件
と
す
る
「
文
壇
」
の
成
立
、
文
壇
小
説
・
私
小
説
へ

「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」
意
識
は
あ
っ
た
。
し
か
し
文
学
的
関
心
の
範
囲
外

「
事
実
」
へ
の
興
味
の
抑
圧
と
回
帰

藤
村
の
作
家
と
し
て
の
個
人
史
は
、
こ
う
し
た
歩
み
と
共
に
あ
っ
た
。
作
風
の
変
遷
（
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
暗
示
へ
）
。

書
く
こ
と
へ
の
信
仰
と
献
身
、
そ
れ
と
裏
腹
な
盲
目
。
書
か
れ
る
こ
と
へ
の
無
自
覚
と
知
覚
の
共
存
。


