
本
学
で
長
ら
く
日
本
近
代
文
学
関
係
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
が
、
こ
こ
数
年
で
学
生
の
作

品
の
読
み
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
ど
こ
が
面
白
い
の
か

を
考
え
る
こ
と
が
作
品
に
つ
い
て
語
る
際
の
出
発
点
に
な
る
の
だ
が
、
私
が
語
る
「
面
白
さ
」

が
ま
ず
な
か
な
か
学
生
に
通
じ
な
い
。
ま
た
、
文
学
作
品
を
読
む
と
き
に
は
言
表
の
意
味
だ
け

で
な
く
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
言
表
を
行
う
の
か
、
と
い
う
意
図
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
し
た
レ

ベ
ル
で
読
み
込
も
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
面
に
至
る
流
れ
、
そ
の
場
の
状
況
等
の
文
脈

コ
ン
テ

ク
ス
ト
）を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
で
は
テ
キ
ス
ト
内
の
具
体
的
な
記
述

か
ら
こ
ん
な
読
み
方
が
導
か
れ
る
、
と
い
っ
た
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
う
し
た

文
脈
の
読
み
方
も
通
じ
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
現
在
の
生
活
と
、
た
と
え
ば『
こ
こ
ろ
』

に
描
か
れ
る
明
治
期
の
学
生
生
活
と
が
異
な
る
の
は
当
然
で
、
し
た
が
っ
て
文
脈
が
分
か
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
う
る
。
そ
れ
で
も
『
こ
こ
ろ
』
に
描
か
れ
て
い
る
友
情
だ
と
か
嫉

妬
だ
と
か
い
う
よ
う
な
感
情
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
葛
藤
は
現
在
で
も
通
じ
る
し
、
そ
れ
を
理
解

す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
で
も
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

あ
る
行
動
や
発
言
の
背
後
に
感
情
や
意
図
を
読
み
込
み
、
主
人
公
の
葛
藤
や
選
択
の
意
味
を

理
解
し
て
い
く
。
簡
単
に
言
え
ば
文
学
作
品
に
対
し
て
学
校
教
育
で
は
こ
う
し
た
読
み
方
を
し

て
い
く
の
だ
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
固
有
性
や
主
体
性
を
重
視
す
る
近
代
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
読

み
方
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
い
う
読
み
方
自
体
が
通
じ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
こ
ま
で
は
言
え
な
く
て
も
、
そ
う
し
た
読
み
方
が
年
々
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
現
在
の
読
者
は
ど
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
て
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
背
景
の
な
か
で
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
の
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う

な
疑
問
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

で
は
、
現
在
の
学
生
た
ち
の
読
み
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か

う
ま
く
言
い

表
す
の
が
難
し
い
の
だ
が
、
彼
ら
の
読
み
方
は
テ
キ
ス
ト
内
か
ら
文
脈
を
理
解
す
る
よ
り
も
、

文
脈
は
す
で
に
作
品
の
外
に
あ
り
、
そ
れ
を
作
品
に
当
て
は
め
て
解
釈
し
て
い
る
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
私
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
で
は
作
品
の
読
み
方
の
客
観
性
が
保
て
な
い
、
つ
ま
り
、

読
み
方
を
他
者
と
共
有
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。

文
学
作
品
を
読
む
場
合
、
テ
キ
ス
ト
内
の
記
述
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
一
つ
は
こ
の
よ
う
な
読

み
方
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
だ
が
、
も
う
一
方
で
は
、
そ
の
作
品
に
固
有
な
「
価
値
」
を

見
出
す
こ
と
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
の
作
品
が
よ
く
読
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
作

品
に
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
固
有
の
価
値
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ

う
し
た
価
値
は
作
品
内
に
、
そ
の
具
体
的
な
記
述
を
通
し
て
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
か
に
興
味
を
持
つ
と
き
、
そ
の
対
象
の
、
他
と
は
異
な
る
特
殊
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、

文
学
に
限
ら
ず
、
学
問
研
究
に
お
い
て
普
遍
的
な
対
象
の
把
握
の
仕
方
な
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
し
か
し
、
も
し
、
す
で
に
頭
の
中
に
あ
る
解
釈
を
適
応
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
作
品
の
出
来
・

不
出
来

価
値
が
あ
る
・
な
い
）な
ど
問
題
に
な
ら
な
い
し
、
読
む
こ
と
が
も
た
ら
す
新
た
な
発

見
、
と
い
っ
た
経
験
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
作
品
を
読
む
楽
し
み
も
失
わ
れ

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
物
語
の
読
者
像

佐

藤

和

正

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
物
語
の
読
者
像
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て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

こ
う
し
た
作
品
の
と
ら
え
方
の
変
化
は
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
「
個
性
化
」
に
関
す
る
次
の

よ
う
な
指
摘
を
想
起
さ
せ
る
１
）
。

個
人
を
特
徴
づ
け
て
い
た
現
実
的
差
異
は
、
彼
ら
を
互
い
に
相
容
れ
な
い
存
在
と
し
て

い
た
。

し
か
し
、
現
在
の
｜
筆
者
注
）「
個
性
化
す
る
」
差
異
は
も
は
や
諸
個
人
を
対
立

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
無
限
定
な
階
梯
の
上
に
階
序
化
し
て
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
の
う

ち
に
収
斂
し
て
い
く
。
差
異
は
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
に
も
と
づ
い
て
巧
妙
に
生
産
さ
れ
再
生

産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
と
他
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
あ
る
モ
デ
ル
と

一
体
と
な
る
こ
と
、
あ
る
抽
象
的
モ
デ
ル
や
あ
る
モ
ー
ド
の
複
合
的
形
態
に
も
と
づ
い
て

自
己
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
差
異

や
特
異
性
を
放
棄
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
特
異
性
と
は
、
他
者
や
世
界
と
の
具
体
的
対
立

関
係
に
お
い
て
し
か
生
ま
れ
な
い
か
ら
だ
。

消
費
社
会
で
は
「
現
実
的
差
異
」
が
失
わ
れ
た
以
上
、「
個
性
」
は
「
他
者
や
世
界
と
の
具
体

的
対
立
関
係
」
か
ら
生
じ
る
特
異
性
と
し
て
で
は
な
く
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
「
モ
デ
ル
」
間
の

差
異
と
し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
し
学
生
た
ち
の
作
品
の
解
釈
が

ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
い
う
「
モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か

そ
れ
は
他
者
と
共
有
可
能
な
の
だ
ろ
う
か

ま
た
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
「
現
実
的
差
異
」
の
消
失
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か

こ
の
、
モ
デ
ル
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
を
区
別
す
る
、
と
い
う
ボ
ー
ド

リ
ヤ
ー
ル
の
指
摘
は
、
た
と
え
ば
学
生
が
使
用
す
る
「
キ
ャ
ラ
」
と
い
う
言
葉
を
例
に
す
る
と

わ
か
り
や
す
い
。「
キ
ャ
ラ
が
被
る
」「
私
の
キ
ャ
ラ
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
使
い
方
を
す

る
の
だ
が
、
要
す
る
に
あ
る
集
団
の
中
で
の
自
分
の
立
ち
位
置
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
だ
か
ら

他
の
メ
ン
バ
ー
と
「
キ
ャ
ラ
が
被
る
」
こ
と
は
自
分
の
居
場
所
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
表

現
手
段
が
失
わ
れ
る
の
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
集
団
が
変
わ
れ
ば
キ
ャ
ラ
も
変
わ
っ
て
く
る
と

こ
ろ
が
「
個
性
」
や
「
性
格
」
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ラ
は
個
人
の
特
殊
性
を
指
す
も

の
で
は
な
く
、
ボ
ケ
と
ツ
ッ
コ
ミ
の
よ
う
な
、
集
団
の
な
か
で
の
役
割
分
担
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
、「
モ
デ
ル
と
一
体
と
な
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
そ
の
場
に
お
い
て
限
定
的
に
「
自
己
と
他

者
を
区
別
す
る
」。

こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
問
題
は
単
に
文
学
の
読
み
方
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
か
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
の
問
題
で
あ
り
、「
私
」や
他
者
の
と
ら
え
方

の
問
題
な
の
で
あ
る
。

二

こ
れ
ま
で
提
示
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ
け
参

考
に
な
る
の
が
東
浩
紀
の
一
連
の
著
作
で
あ
る
。

東
は
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
言
う
モ
デ
ル
を
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
形

成
さ
れ
る
人
工
環
境
」、
な
か
で
も
マ
ン
ガ

ア
ニ
メ
的
な「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

に
求
め
た
２
）
。

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
作
家
と
読
者
は
、
戦
後
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
育
て
上
げ
て
き

た
想
像
力
の
環
境
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
、
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
外
見
的
な
特

徴
が
ど
の
よ
う
な
性
格
や
行
動
様
式
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
、
か
な
り
具
体
的
な

知
識
を
共
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
、
作
品
の
な
か
に

た
と
え
ば
）小
柄
で

ド
ジ
な
女
の
子
が
現
れ
れ
ば
、
半
ば
自
動
的
に
、
彼
女
が
こ
の
状
況
で
は
こ
う
す
る
、
あ

の
状
況
な
ら
そ
う
す
る
、
と
複
数
の
場
面
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
作
家
も
ま
た
、

読
者
に
そ
の
よ
う
な
能
力
、
い
わ
ば
萌・
え・
の・
リ・
テ・
ラ・
シ・
ー・
を
期
待
し
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
造
形
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
62
集
（
二
〇
一
二
）
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こ
の
よ
う
な
「
人
工
環
境
」
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
通
前
提
を
置
か
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
理
由
を
東
は
「
大
き
な
物
語
」
の
衰
退
に
求
め
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
か
つ
て
機
能
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
共
通
前
提
が
通
じ
な
く
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
現
実
」
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
文
脈
と
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
よ
り

最
大
公
約
数
的
に
機
能
す
る
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
と
く
に
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
を
ベ
ー
ス
に
し
た
想
像
力
が
共
通
前
提
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
学
生
の
多
く
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ベ
ー
ス
に
こ
う
し
た
「
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

学
生
は
作
品
の
登
場
人
物
を
、
そ
の
「
個
性
」

を
感
じ
さ
せ
る
主
体
性
や
内
面
）に
お
い
て

で
は
な
く
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て

の
読
み
方
は
、
学
生
の
勝
手
な
思
い
込
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
作
品
の
外
部
に
あ
る
「
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
し
て
、
あ
る
程
度
彼
ら
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
先

に
述
べ
た
よ
う
な
疑
問
は
残
る
。キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル

オ
リ

ジ
ナ
ル
無
き
モ
デ
ル
の
コ
ピ
ー
）で
あ
る
の
な
ら
、そ
の
よ
う
な
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
対
象
を
切

り
取
っ
た
よ
う
な
読
み
方
で
い
っ
た
い
何
が
面
白
い
の
か
。
読
者
が
感
じ
る
異
質
性
こ
そ
が
作

品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
も
な
お
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
存
在
感
を
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
立
つ
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
す
る
の
だ
が
、
宮
本
大
人
は
マ
ン
ガ
に
お
い
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
「
立
っ
て
い
る
」
と

言
わ
れ
る
よ
う
な
要
件
と
し
て
次
の
６
つ
を
挙
げ
る
。
細
部
の
説
明
と
例
を
省
い
て
引
用
す
る

３
）
。

１
、
独
自
性
。
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
区
別
し
う
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

２
、
自
立
性
・
擬
似
的
な
実
在
性
。
一
つ
の
物
語
世
界
に
し
ば
ら
れ
な
い
こ
と
。
読
者
に

提
示
さ
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の
物
語
の
背
後
に
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
住
ま
う
、

よ
り
大
き
な
物
語
世
界
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
。

３
、
可
変
性
。
特
徴
・
性
格
が
、
あ
る
程
度
変
化
し
う
る
こ
と
。
時
間
の
経
過
を
体
現
し

う
る
こ
と
。

４
、
多
面
性
・
複
雑
性
。
類
型
的
な
存
在
で
な
い
こ
と
。「
意
外
な
一
面
」
や
「
弱
点
」
を

持
っ
て
い
る
こ
と
。

５
、
不
透
明
性
。
外
か
ら
・
他
者
か
ら
見
え
な
い
部
分

内
面
）を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

６
、
内
面
の
重
層
性
。
自
分
自
身
に
も
よ
く
見
え
な
い
、
上
手
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な

い
不
透
明
さ
が
、
自
分
の
中
に
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
。「
自
分
と
は
何
か
」

を
、
自
分
に
向
か
っ
て
、
問
う
よ
う
な
意
識
、
す
な
わ
ち
「
近
代
的
な
自
我
意
識
」

が
成
立
し
て
い
る
こ
と
。

宮
本
は
、
こ
の
う
ち
１
か
ら
４
ま
で
は
一
九
二
三
年
か
ら
連
載
さ
れ
る『
正
チ
ャ
ン
の
冒
険
』

に
す
で
に
萌
芽
が
見
ら
れ
、
手
塚
治
虫
で
は
６
ま
で
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
う
し
た
宮
本
の
指
摘
を
引
き
継
い
で
、伊
藤
剛
は
４
ま
で
を

彼
は
特
に
１
と
２
を
重
視
す
る

の
だ
が
）「
キ
ャ
ラ
」、
５
・
６
を
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
成
立
要
件
と
し
、
キ
ャ
ラ
を
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
成
立
の
基
本
用
件
と
し
た
４
）
。
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
、
５
・
６
は
文
学
作
品
を
対
象

に
し
た
場
合
に
も
通
じ
る
読
み
方
な
の
だ
が
、
伊
藤
は
八
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
、「
マ
ン
ガ
の

「
読
み
」
の
快
楽
に
お
い
て
「
キ
ャ
ラ
」
の
レ
ベ
ル
を
中
心
に
自
足
で
き
る
群
と
、
テ
ク
ス
ト

の
背
後
に
「
人
間
」
を
見
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て
し
か
マ
ン
ガ
を
読

め
な
い
群
と
に
分
か
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
手
塚
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
の
キ
ャ
ラ
は
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
八
〇
年
代
以
降
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
失
っ
て
、
再
び
キ
ャ
ラ
が
せ
り
出
し
て
く
る
。
伊
藤
が
言
い
た
い
の
は
そ

の
よ
う
な
変
化
な
の
で
あ
ろ
う
。
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た
と
え
ば
、
伊
藤
に
よ
れ
ば
「
キ
ャ
ラ
の
強
度
」
は
「
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
横
断
し
、
個
別

の
二
次
創
作
作
家
に
固
有
の
描
線
の
差
異
、
コ
ー
ド
の
差
異
に
耐
え
う
る
「
同
一
性
存
在
感
」

の
強
さ
」な
の
で
あ
っ
て
、「
作
品
世
界
の
な
か
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
時
間
軸
に
支
え
ら
れ
る
こ
と

を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
」。
先
に
引
用
し
た
５
・
６
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
内
面
」
や
そ
の

「
不
透
明
性
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
物
語
が
、
時
間
の
推
移
に
伴
う
状
況

の
変
化
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
物
語
性
す
ら
も
現
在
の
マ
ン
ガ
読
者
に
と
っ
て

必
要
条
件
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ラ
の
作
品
間
の
横
断
性
に
注
目
す
る
点
は
東
も
同
様
で
あ
る
。

現
在
の
読
者
の
感
性
に
お
い
て
は
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
立
つ
」と
は
、
そ
こ
に
ゲ
ー
ム
的

＝

メ
タ
物
語
的
な
読
解
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
、つ
ま
り
、「
た
っ
た
一
つ
の
終
わ
り
」

が
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
等
し
い
。
２
）

「
た
っ
た
一
つ
の
終
わ
り
」
が
解
体
さ
れ
れ
ば
、
我
々
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
近
代
的
な
、

一
貫
性
の
あ
る
主
体
と
見
な
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
５
）
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
独
自
の
存
在
感
を
持
ち
、
作
品
を
支
え
る
強
度
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
が
ま
さ
に
モ
デ
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
別
な
状
況
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
展
開
を
、
二
次
創
作
的
に
容
易
に
想
像
で
き
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。作

品
内
で
了
解
し
に
く
い
、
過
剰
性
を
抱
え
た
言
葉
が
読
者
に
文
脈
を
、
内
面
を
想
像
さ
せ

る
。
つ
ま
り
、
文
脈
が
生
じ
る
の
は
読
者
が
作
品
と
し
て
与
え
ら
れ
た
範
囲
内
で
一
貫
し
た
読

み
方
を
自
ら
作
り
出
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
一
つ
一

つ
の
物
語
の
背
後
に
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
住
ま
う
、
よ
り
大
き
な
物
語
世
界
が
あ
る
」
宮

本
）の
だ
と
す
れ
ば
、そ
う
し
た
分
か
り
に
く
さ
も
た
ま
た
ま
作
品
内
で
説
明
さ
れ
て
い
な
い
だ

け
で
、
こ
と
さ
ら
問
題
に
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
学
生
に
と
っ
て
文
脈
が
問
題
に

な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
作
品
が
外
に
開
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
つ
ま
り
ど
の

よ
う
な
展
開
も
可
能
性
と
し
て
「
あ
り
」
な
の
に
、
こ
と
さ
ら
読
み
方
を
限
定
し
た
り
、
こ
だ

わ
っ
た
り
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
言
葉
か
ら
文
脈

的
な
意
味
が
失
わ
れ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
個
別
性
が
失
わ
れ
、
キ
ャ
ラ
へ
の
二
次
創
作
的
な

執
着
、「
萌
え
」
が
浮
上
す
る
。

し
か
し
、
私
自
身
は
た
と
え
キ
ャ
ラ
に
「
萌
え
」
る
シ
ー
ン
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
シ
ー

ン

た
と
え
ば
「
ツ
ン
デ
レ
」
ぶ
り
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
）に
至
る
、
そ
の
物
語
に
固
有
の

文
脈
を
や
は
り
期
待
し
て
し
ま
う
し
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
つ
ま
ら
な
い
と
感
じ
て
し
ま
う
。
宮

本
が
分
類
し
た
２
〜
４
も
、
物
語
の
展
開
か
ら
生
じ
る
文
脈
の
理
解
と
切
り
離
せ
な
い
よ
う
に

思
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
た
ぶ
ん「「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」と
し
て
し
か
マ
ン
ガ
を
読
め
な
い
群
」

に
属
す
る
私
に
と
っ
て
、
二
次
創
作
的
、
メ
タ
物
語
的
想
像
力
が
生
み
出
す
快
楽
と
い
う
も
の

を
理
解
す
る
の
は
正
直
言
っ
て
難
し
い
。
そ
れ
で
も
実
際
に
二
次
創
作
を
行
う
よ
う
な
学
生
ば

か
り
で
な
く

こ
う
い
う
学
生
も
決
し
て
少
な
く
は
な
さ
そ
う
だ
が
）、
そ
う
し
た
想
像
力
が
、

と
く
に
女
性
を
中
心
に
か
な
り
広
く
共
有
さ
れ
て
こ
と
は
、
学
生
と
話
し
て
い
て
実
感
し
て
い

る
。

三

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
の
快
楽
が
個
別
性
の
発
見
や
そ
れ
へ
の
共
感
か
ら
、
メ
タ

物
語
性
、
二
次
創
作
的
な
展
開
の
可
能
性
へ
と
変
化
し
た
の
か

「
大
き
な
物
語
」
の
衰
退
、

「
現
実
的
差
異
」
の
消
失
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か

か
つ
て
加
藤
典
洋
は
村
上
春
樹
の
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
６
）
。
か
つ
て

モ
ラ
ル
は
共
同
体
の
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
次
第
に
現
実
の
な
か
で
そ
の
無
力
さ
が

明
ら
か
に
な
り
、
人
は
他
人
に
向
か
っ
て
モ
ラ
ル
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。「
そ
れ
は
お

ま
え
の
価
値
観
で
あ
っ
て
、
他
人
に
ま
で
自
分
の
価
値
観
を
押
し
つ
け
る
な
」
と
言
わ
れ
て
し
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ま
え
ば
、
モ
ラ
ル
は
自
分
に
だ
け
適
応
で
き
る
行
動
規
範

加
藤
の
用
語
で
は「
マ
ク
シ
ム
」）で

し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
自
分
の
ル
ー
ル
が
他
人
に
と
っ
て
も
ル
ー
ル
で
あ
り
う
る
、
と
い

う
確
信
が
と
も
な
う
と
き
、
は
じ
め
て
そ
れ
は
モ
ラ
ル
に
な
る
」
の
だ
か
ら
、
マ
ク
シ
ム
は
も

は
や
個
人
の
嗜
好
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
た
と
え
他
人
に
通
じ
な
く
て

も
、
自
分
の
な
か
に
あ
る
行
動
規
範
に
は
意
味
が
あ
る
、
と
当
人
が
思
え
る
の
な
ら
、
こ
の「
マ

ク
シ
ム
」は
他
者
や
社
会
と
の
対
立
を
通
じ
て
主
体
や
内
面
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
意

味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
社
会
化
す
る
と
い
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
村
上
春
樹
は
六
〇
年
代

の
後
半
を
こ
の
よ
う
な
「
逆
説
的
な
モ
ラ
ル
」＝

「
マ
ク
シ
ム
」
を
も
っ
て
通
過
す
る
が
、
八

〇
年
代
に
は
「
そ
の
マ
ク
シ
ム
を
持
つ
こ
と
の
否
定
性
と
し
て
の
意
味
、
モ
ラ
ル
性
が
、
彼
の

な
か
で
少
し
ず
つ
縮
小
し
、
消
え
て
い
く
」。
そ
し
て
八
九
年
の
「
Ｔ
Ｖ
ピ
ー
プ
ル
」
に
な
る
と

も
は
や
「
主
体
と
し
て
の
人
間

内
面
）が
ゼ
ロ
に
な
る
」。

こ
う
し
た
加
藤
が
村
上
の
作
品
に
見
出
し
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
至
る
変

遷
は
、
そ
の
ま
ま
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
い
う
「
現
実
の
差
異
や
特
異
性
を
放
棄
す
る
」
過
程
を
、

東
の
い
う
「
大
き
な
物
語
の
喪
失
」
を
、
う
ま
く
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

村
上
春
樹
ほ
ど
韜
晦
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
二
葉
亭
四
迷
や

森
鷗
外
、
夏
目
漱
石
ら
に
は
じ
ま
る
日
本
近
代
文
学
も
ま
た
こ
の
「
マ
ク
シ
ム
」
を
も
っ
て
社

会
と
の
関
係
を
対
立
的
に
持
ち
続
け
て
き
た
。
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
他
者
に
向
か
っ
て
声
高
に

主
張
で
き
な
い
よ
う
な
声
の
代
弁
者
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
私
と
他
者
と
の
あ
い
だ
の
差
異

は
見
え
て
い
た
し
、
本
人
た
ち
に
と
っ
て
は
少
数
派
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ

の
程
度
に
は
作
者
と
読
者
の
間
に
共
通
理
解
は
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、「
マ
ク
シ
ム
」
自
体
が
無
意
味
化
し
、
社
会
や
他
者
と
の
関
係
を
、

し
た
が
っ
て
そ
の
反
作
用
と
し
て
の
「
内
面
」
を
表
現
す
る
言
葉
を
喪
失
し
て
い
く
。
ボ
ー
ド

リ
ヤ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
「
現
実
的
差
異
」
は
「
他
者
や
世
界
と
の
具
体
的
対
立
関
係
」
か
ら

し
か
生
じ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
の
「
現
実
」
が
失
わ
れ
て
い
く
過
程
で
も

あ
る
。
代
わ
り
に
共
有
し
う
る
文
脈
と
し
て
登
場
し
た
の
が
こ
う
し
た
「
現
実
」
に
直
接
依
拠

し
な
い
「
人
工
環
境
」
と
し
て
の
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
的
想
像
力
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
っ
て
み
れ
ば
第
二
の
「
現
実
」、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
通
基

盤
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
言
葉
も
相
手
と
っ
て
「
チ
ラ
裏
」
７
）

に
し
か
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

き
、
そ
れ
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
続
け
る
た
め
に
、
学
生
た
ち
は
キ
ャ
ラ
と
し
て
他
者

と
の
わ
か
り
や
す
い
差
異
線
を
生
み
出
し
戯
れ
る
。
我
々
か
ら
見
て
そ
れ
が
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
会
話
し
か
生
み
出
さ
な
い
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
な
い
会

話
な
ど
会
話
と
し
て
成
り
立
た
な
い
の
だ
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

深
さ
を
、
つ
ま
り
そ
の
背
後
に
個
別
的
な
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
自
己
を
表
現

す
る
こ
と
の
快
楽
で
は
な
く

自
己
は
す
で
に
キ
ャ
ラ
で
あ
る
の
だ
か
ら
）、
た
ぶ
ん
「
キ
ャ
ラ

た
ち
が
戯
れ
る
さ
ま
を
眺
め
、
寄
り
添
う
こ
と
の
快
楽
」
４
）
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状

況
で
、
ど
の
よ
う
な
文
学
作
品
の
読
み
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

作
品
を
読
む
の
に
必
ず
し
も
作
者
の
意
図
や
作
品
の
主
題
、
登
場
人
物
や
語
り
手
の
心
情
や

意
図
、
時
代
的
な
背
景
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
自
分
の
見

出
し
た
読
む
こ
と
の
快
楽
を
他
者
に
伝
え
る
の
に
我
々
は
そ
の
よ
う
な
語
り
方
を
効
率
的
だ
と

考
え
て
き
た
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
語
り
方
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の

だ
ろ
う
。
読
む
こ
と
の
快
楽
を
、
作
品
の
価
値

＝

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
語
る
こ
と
で
表
現
し

よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
自
体
が
す
で
に
モ
デ
ル
の
コ
ピ
ー

で
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
感
じ
て
い
る
も
の
と
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
間
に
は
落
差
が

あ
る
。
語
り
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
過
去
の
価
値
観
や
理
念
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
。

東
は
先
の
『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
』
で
、
事
物
に
先
立
っ
て
あ
る
「
概
念
」、
あ
る

い
は
形
象
的
言
語

漢
字
）が
無
化
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
写
生
」

リ
ア
リ
ズ
ム
）が
可
能
に
な
っ

た
、
と
い
う
柄
谷
行
人
の
指
摘
８
）
を
介
し
て
、
そ
の
先
に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
文
体
で
あ
る
「
ア

ニ
メ
・
ま
ん
が
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
９
）
を
位
置
づ
け
る
。
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近
代
以
前
、
言
語
は
意
味
や
歴
史
に
満
た
さ
れ
た
不
透
明
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、
主

体
と
世
界
の
あ
い
だ
に
障
害
と
し
て
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
た
。
言
文
一
致
は
そ
の
障
害
を

取
り
除
き
、
主
体
と
世
界
が
直
面
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
少
な
く
と
も
、
人
々
に
そ

う
想
像
さ
せ
た
。
自
然
主
義
文
学
は
そ
こ
で
生
ま
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
前
の
言
葉
が
最
初
か
ら
不
透
明
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
へ
と

移
行
す
る
中
で
、
漢
文
的
な
も
の
の
見
方
が
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
失
う
こ

と
で
不
透
明
に
な
り
、
よ
り
ダ
イ
レ
ク
ト
に
世
界
に
接
し
た
い
、
と
い
う
欲
望
を
生
み
出
し
、

そ
の
た
め
の
言
葉
と
し
て
言
文
一
致
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
言
葉
や
そ
の
読
み
方
も
ま
た
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
と
移
行
す
る
中
で
、
自
然

主
義
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
ま
つ
わ
る
「
意
味
や
歴
史
に
満
た
さ
れ
た
不
透
明
な
も
の
」
の
無
化

を
試
み
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
我
々
は
ち
ょ
う
ど
漢
文
学
的
な
教
養
や
価
値
観
の
中
で
育
っ
て
き
た
漱
石

が
西
欧
の
近
代
文
学
に
出
会
っ
た
と
き
と
同
じ
よ
う
な
場
所
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

自
然
主
義
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
考
え
語
る
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
、や
は
り

感
性
や
能
力
の
差

に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
お
く
と
し
て
）漱
石
の
よ
う
に
両
義
性
を
生
き
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
東
や
伊
藤
の
考
察
を
頼
り
に
、
現
在
の
読
者
に
と
っ
て
物
語
を
読
む
こ
と
の
快
楽

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
現
段
階
で
は
読
み
方
の
変

化
の
背
後
に
、
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
今

後
模
索
し
て
い
く
方
向
性
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
私
自
身
は
自
分
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
ま

さ
か
こ
こ
ま
で
読
み
方
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
し
ま
う
と
は
思
っ
て

も
み
な
か
っ
た
し
、
ズ
レ
を
感
じ
つ
つ
な
お
物
語
に
新
た
な
何
か
を
期
待
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

語
る
こ
と
の
快
楽
を
捨
て
き
れ
な
い
、
社
会
の
変
化
に
た
い
し
て
迂
闊
な
一
読
者
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
も
新
た
な
読
者
を
「
読
む
」
こ
と
も
ま
た
快
楽
な
の
だ
と
思
い
な
が
ら
、
時
代
の
移
る

先
に
目
を
凝
ら
し
て
い
た
い
と
思
う
。

注１
）Ｊ
。
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル

今
村
仁
司
・
手
塚
史
訳
『
消
費
社
会
の
神
話
と
構
造
』

一
九
七
九
、
一
〇

紀

伊
国
屋
書
店

２
）『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
ー
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
２
』

二
〇
〇
七
、
〇
三

講
談
社

３
）「
漫
画
に
お
い
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
『
立
つ
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
日
本
児
童
文
学
者
協
会
「
日
本
児

童
文
学
」
第
四
九
巻
第
二
号

二
〇
〇
三

日
本
児
童
文
学
者
協
会

４
）『
テ
ヅ
カ
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド

ひ
ら
か
れ
た
マ
ン
ガ
表
現
論
へ
』

二
〇
〇
五
、
〇
九

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

５
）

東
も
参
照
し
て
い
る
が
、
新
庄
カ
ズ
マ
は
『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
「
超
」
入
門
』
二
〇
〇
六
、
〇
四

ソ
フ
ト

バ
ン
ク
）に
お
い
て
、
こ
う
し
た
近
代
文
学
か
ら
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
へ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
変
化
を
、「
ゲ
ー
ム

的
世
界
観
の
中
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
間
に
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
説
明
し
て
い
る
。
物
語
的
な
ゲ
ー
ム
で
は

複
数
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
な
る
と
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
特
徴
を
性

格
や
個
性
で
語
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。

６
）笠
井
潔

加
藤
典
洋

竹
田
青
嗣
『
対
話
篇

村
上
春
樹
を
め
ぐ
る
冒
険
』

一
九
九
一
、
〇
六

河
出
書

房
新
社

７
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
巨
大
掲
示
板
「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
で
よ
く
使
わ
れ
る
、「
チ
ラ
シ
の
裏
に
で
も
書
い
て

ろ
」
の
略
語
。
他
人
の
書
き
込
み
に
対
し
て
「
そ
ん
な
書
き
込
み
は
お
前
に
と
っ
て
し
か
意
味
が
な
い
、
迷

惑
だ
か
ら
こ
こ
に
書
く
な
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
。

８
）『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』

一
九
八
〇
、
〇
八

講
談
社

９
）大
塚
英
志
『
物
語
の
体
操
』

二
〇
〇
〇
、
一
二

朝
日
新
聞
社

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学

第
62
集
（
二
〇
一
二
）
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