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馬

小
説
社
会
学

・
試
論

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
と
都
市

の
形
式

ー

-

丶

〈要
旨

〉

一
八
世

紀

の
登
場
以

来
、
小

説
は
近

代
社
会

の
発
展
と

と
も

に
姿

を
変
え

て
き

た
。

ご
○
世
紀
初

頭

の
小

説

『
ユ
リ
シ
ー
ズ

』
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
意

味
で
そ
れ
ま

で
の
小

説

を
問

い
直
す

と
同
時

に
、
近
代
社
会

の
変
動
を

体
現
す

る
問
題

作
で
あ

っ
た
。
だ

が
こ

れ
を
社
会
学

的
な
視

点
か
ら
、
と

く

に

「形
式

」
に
か

ん
し
で
十
分

に
分
析

し
た
も

の

は
な

い
。
本
稿

で
は
ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

ら
の
仕
事
を
参

考
に
し

つ
つ
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ

』
を

対
象

に
小
説
社
会
学

を
試
み

る
。
注

目
す

る
の
は
、
さ
ま
ざ

ま
な

「
都
市

の
形
式
」
と
、

語
り
手

の
問
題
で
あ
る
。

吉
澤

弥
生

キ

ー

ワ
ー
ド

小
説
と
社
会
、

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
、
都
市

の
形
式
、
関
係
性
、
語
り
手

小説社会学 ・試論 一 『ユ リシーズ』 と都市の形式143



は

じ
め
に

小
説
は
近
代
特
有
の
文
学
形
式

で
あ
り
、
そ
の
発
展
は

「
一
八
世
紀
の
登
場
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
成
熟
、
二
〇
世
紀
で
の
問
題
化
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る

(モ
レ
ッ
テ
ィ
、
一
り。。
。。
)。

一
八
世
紀
、
小
説
が
普
及
し
始
め
た
当
初
は
、

教
養
小
説
や
探
偵
小
説
を
は
じ
め
、
叙
情
的
小
説
、
書
簡
体
小
説
、
風
刺
小
説

と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
小
説
が
共
存
し
て
い
た
。
だ
が

一
九
世
紀
に
な

る
と
、
教
養
小
説
や
探
偵
小
説
が
他
の
小
説
形
式
を
吸
収
す
る
格
好
で
拡
大
し

て
い
く
。
小
説
が

「変
異
を
あ
ま
り
生
み
出
さ
ず
に
、
曲豆
富
に
規
則
的
に
自
ら

を
再
生
産
し
始
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
強
力
な

一
つ
の
ジ
ャ
ン
.ル
」
に
な
り
、
そ

の
量
や
影
響
力
に
お

い
て
当
時
の
中
心
的
文
化
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の

で
あ
る
。
背
景
に
は
、
印
刷
や
輸
送
技
術
の
発
達
や
、
教
育
の
拡
大
に
よ
る
読

み
書
き
能
力
の
向
上
と
い
っ
た
要
因
も
あ
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
ジ
ョ
ー
ジ

・
エ

リ
オ
ッ
ト
な
ど
の
ち
に

一
九
世
紀

リ
ア
リ
ズ
ム
の
典
型
と
さ
れ
た
小
説
や
、
探

偵
小
説
や
ホ
ラ
ー
小
説
と

い
っ
た
大
衆
小
説
は
、
急
速
に
発
展
す
る
都
市
の
光

と
陰
や
そ
こ
に
生
き
る
人

々
の
生
活
や
感
情
を
描

い
た
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
、

読
者
は
容
易
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
安
定
し
た
叙
述
の
規
則
を
も

ち
、
予
定
調
和
的
な
物
語
の
構
造

に
依
拠
す
る
と

い
う
大
前
提
が
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
小
説
を
支
え
て
い
た
こ
れ
ら
の
前
提
を
脅

か
す
小
説
が
現
れ
る
、一
。
「二
〇
世
紀
で
の
問
題
化
」
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
ジ

ェ
イ
ム
ス

・
ジ
ョ
イ
ス

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

(一㊤曽
)
を
含
め
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説

の
登
場
で
あ
る
。
産
業
化
、
都
市
化
、
情
報
化
は
急
速
に
進
み
、
戦
争
や
恐
慌

が
起
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で

「近
代
の
問
い
直
し
」
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な

杜
会
情
勢
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た

「問
題
」
の
小
説
。
そ
こ
に
は
首
尾

一
貫

し
た
登
場
人
物
や
期
待
さ
れ
る
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
な
ど
物
語
的
な
要
素
は
準
備

さ
れ
て
い
な
い
。
描
写
さ
れ
る
内
容
も
当
時
の
文
学
的

・
社
会
的
規
範
か
ら
す

る
と
過
激
だ

っ
た
た
め
、
発
禁
処
分
を
受
け
た
り
も
し
て
い
る
。
「問
題
化
」
し

た
小
説
は
、
こ
の

「わ
か
り
に
く
さ
」
や

「反
道
徳
性
」
の
ゆ
え
に
論
議
を
呼

び
、
同
じ
理
由
で
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
が
保
持
し
て
い
る
よ
う
な

一
般
大
衆
か
ら

の
支
持
を
失

っ
た
。
人
々
の
志
向
は
大
衆
小
説
の
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
、
ミ
ス
テ

リ
ー
、
ロ
マ
ン
ス
、
S
F
な
ど
多
様
化
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
安
定
し
た
叙

述
の
規
則
や
物
語
構
造
に
拠

っ
て
お
り
、

一
九
世
紀
い
や

一
八
世
紀
か
ら
続
く

リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
伝
統
を
継
承
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
モ
ダ

ニ
ズ
ム
小
説
が

「問
題
化
」
し
た
は
ず
の

「小
説
の
伝
統
」
は
こ
う
し
て
多
数

の
支
持
を
得
て
、

二

一
世
紀
を
迎
え
た
現
在
で
も
そ
の
状
況
が
続

い
て
い
る
と
い
え
よ
う
;
。

と
も
か
く
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
が
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
方
で
提
示
し
た
主
題
は
、

こ
れ
ま
で
も
多
く
の
専
門
家
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
加
え
て
き
て
い
る
。
な
か

で
も
、
小
説
と
社
会
の
密
接
な
関
係
を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
と
ら
え
て
論
じ

た
の
は
、
社
会
学
と
や
や
遅
れ
て
メ
デ
ィ
ア
論
で
あ

っ
た
。
と
く
に

『
ユ
リ
シ

ー
ズ
』
に
対
し
て
は
、
文
学
社
会
学
フ
ラ
ン
コ

・
モ
レ
ッ
テ
ィ
が
消
費
社
会
と

の
闘
連
を
、
メ
デ
ィ
ア
論
の
ヒ
ュ
i

・
ケ
ナ
i

(一㊤
①
N
)
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
空

間
の
変
容
と
の
関
係
を
、
文
化
研
究
者
レ
イ
モ
ン
ド

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

(お
お
V

が
都
市
の
発
展
と
の
関
連
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

「小
説

の

社
会
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
部
分
に
お

い
て
十
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分
と
は

い
え
な

い
。
み
て
い
く
よ
う

に
そ
れ
は
、
小
説
と
い
う

「形
式
」
に
か

ん
す
る
社
会
的
な
分
析
で
あ
る
。

本
稿
で
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
形
式
を
対
象
に
、

一
つ
の
小
説
社
会
学
を
試

み
る
つ
ま
ず

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
位

置
づ
け
を
示
し

(1
)、
つ
い
で
小
説
の
社

会
学
の
二
つ
の
流
れ

(2
)
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
形
式
分
析

(3
)
を
ふ
り
か
え

る
。
そ
し
て
実
際
に

『
ユ
リ
シ
ー
ズ

』
の
形
式
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
見
い
だ
、

き
れ
る
主
題
を
論
じ
る

(4
)。

1

「
問
題
化
」
し
た
小
説

1

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

可
視
態
の
不
可
避
の
様
式
。
少
な
く
と
も
そ
れ
、
そ
れ
以
上
で
な
い
に
し

て
も
、
お
れ
の
目
を
通
し
て
の
思
考
。
万
物
の
署
名
を
お
れ
は
こ
こ
で
読
み

と
る
。
海
落
と
し
卵
、
海
捨
て
草
、
寄
せ
る
潮
、
あ
の
色
褪
せ
た
ブ
ー

ツ
。

青

っ
洟
緑
、
青
銀
色
、
赤
錆
色

、
彩
色
さ
れ
た
署
名
の
か
ず
か
ず
。
透
明
の

・
限
界
。
し
か
し
あ
の
人
物
は
こ
う
付
け
加
え
て
い
る
。
物
体
に
お
け
る
、
と
。

(略
)
(一山
七
九
三
一)

ゆ

っ
く
り
歩

い
て
い
く
ん
な

ら
追

い
つ
い
て
後
ろ
か
ら
つ
い
て
い
け
る
、

あ
の
む
ち
む
ち
揺
れ
る
尻
の
後
を
。
朝

一
番
に
目
の
保
養
と
は
ね
。
ち
、凡
っ
、

早
く
し
て
く
れ
。
お
天
道
様
の
明
る
い
う
ち
に
な
ん
と
や
ら
。
女
は
店
の
外

の
日
差
し
を
受
け
て
立
ち
止
ま

っ
て
か
ら
、
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
と
右
側

へ
歩
き

出
す
。
(中
略
)
ど
う
せ
男
が
い
る
さ
。

エ
ッ
ク
ル
ズ
小
路
で
非
番
の
巡
査
に

抱
き
す
く
め
ら
れ
て
。
で
っ
か

い
や
つ
が
好
き
な
ん
だ
。
極
上
の
ソ
ー
セ
i

ジ
。

あ

ら

、
す

み
ま

せ

ん

、

①
=

二
～

四
)

お
巡

り

さ

ん

、
あ

た
し

迷

っ
ち

ゃ

っ
た

の
。

(や

彼
の
微
笑
は
歩
い
て
い
る
う
ち
に
消
え
て
い
っ
た
。
重
苦
し
い
雲
が
す
こ

し
つ
つ
太
陽
を
覆
い
、
ト
リ
ニ
テ
ィ

・
コ
レ
ッ
ジ
の
無
愛
想
な
正
面
が
日
陰

に
な

っ
た
。
電
車
と
電
車
が
す
れ
ち
が

っ
た
、
行
く
電
車
、
帰
る
電
車
。
う

ろ
つ
き
ま
わ
る
狂
人
が
二
人
。
馬
車
で
運
び
去
ら
れ
た
デ
ィ
グ
ナ
ム
。
ベ
ッ

ド
の
上
で
ふ
く
れ
た
腹
を
か
か
え
て
唸
り
な
が
ら
子
供
が
ひ
き
ず
り
出
さ
れ

る
の
を
待

っ
て
い
る
マ
イ
ナ

・
ビ

ュ
ア
フ
ォ
イ
。

一
秒
ご
と
に
ど
こ
か
で

一

人
生
ま
れ
る
。

一
秒
ご
と
に
別
の

一
人
が
死
ん
で
い
く
。
(略
)
(1
三
九
七

～
八
)

こ
れ
ら
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
第
三
、
五
、
八
挿
話
の

一
部
で
あ
る
。
順
に
、
文

学
青
年
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・の
内
的
独
白
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
ブ
ル
ー
ム
の
生

活
風
景
お
よ
び
彼
が
都
市
を
歩
き
ま
わ
る
際
の
意
識
の
流
れ
で
あ
る
。

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
、
こ
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
、
新
聞
社
の
広
告
取
吻
ブ
ル
ー

ム
、
そ
の
妻
モ
リ
ー
の
三
人
を
中
心
に
、

一
九
〇
四
年
六
月

一
六
日
の
ダ
ブ
リ

ン
の

一
日
を
事
細
か
に
綴

っ
た
小
説
で
あ
る
。
と
く
に
物
語
上
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
も
な
く
、
読
者
に
感
動
や
勇
気
を
与
え
る
よ
う
な
主
人
公
も
登
場
し
な
い
。

た
だ
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、
普
通
の
人
間
の
普
通
の
生
活
風
景
が
、
思
考
や

会
話
、
そ
し
て
食
事
や
睡
眠
や
性
や
排
泄
に
至
る
ま
で
非
常
に
細
か
く
描
か
れ

て
い
る
。
し
か
も
青
年
は
売
春
宿
に
行
き
、
夫
は
不
倫
相
手
と
文
通
し
、
妻
は

不
貞
行
為
を
は
た
ら
く
。
こ
う
し
た

「反
道
徳
」
的

な
行
動
、
こ
れ
が
小
説
の
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な
か
に
描
か
れ
た
こ
と
が
当
時

「問
題
」
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
亠
つ
の

「問
題
」
は
そ
の

「形
式
」
で
あ
る
。
語
り
手
や
文

体
の
点
で
み
る
と
、
全

一
八
挿
話
は
第
十
挿
話
を
境
に
、
前
半
の

「初
期
の
文

体
」
と
後
半

の

「新
し

い
文
体
」

に
分
け
ら
れ
る
。
初
期
の
文
体
と
は
、

一
九

世
紀
リ
ア
リ
ズ

ム
の
伝
統
を
継
承
し
た

「三
人
称
の
語
り
」
「対
話
」
「自
由
間

接
体
」
.
「内
的
独
白
/
意
識
の
流
れ
」

の
要
素
か
ら
な
り
、
こ
の
規
範
的
文
体
に

よ

っ
て
読
者
は
イ
メ
ー
ジ
を
構
築

し
、
安
定
し
た
世
界
を
思

い
描
く
こ
と
が
で

き
る
。
第

一
～
三
挿
話
の
語
り
手

は
ス
テ
イ
ー
ヴ

ン
の
内
的
独
白
と

「三
人
称

の
語
り
」
、
第
四
～
六
挿
話
の
語
り
手
は
ブ
ル
ー
ム
の
内
的
独
白
と

「三
人
称
の

語
り
」
で
あ
る
。
第
七
挿
話
は
お
も
に

「三
人
称

の
語
り
」
だ
が
、
新
聞
見
出

し
の
よ
う
な
語
句
が
多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
第
八
挿
話
は
ブ
ル
ー
ム
の
、
第

九
挿
話
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
内
的
独
白
が
主
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
半

の
文
体
は
、
初
期

の
文
体
の
規
範
に
は
拠

っ
て
い
な
い
。

そ
の
兆
し
は
第
七
挿
話

の
見
出
し

の
挿
入
に
み
ら
れ
た
が
、
語
り
手
も
語
り
口

も
次
々
ど
代
わ
り
、
粉
語
の

「内
容
」
よ
り
も
そ
の

「語
り
方
」
が
前
景
化
し

て
く
る
。
第
十
挿
話
で
は

一
九
の
断
章
が

一
見
無
造
作
に
併
置
さ
れ
、
ダ
ブ
リ

ン
市
内
の
通
り
と
市
民
た
ち
の
生
態
が
描
か
れ
る
。
第
十

一
挿
話
は

「カ
ノ
ン

形
式
に
よ
る
フ
ー
ガ
」
・
い
わ
ば

壼
日
楽
的
文
体
」
か
ら
な
る
。
「き

っ
と
あ
の
バ

ー
ガ
ン
デ
イ
の
。
そ
う
だ
よ
。

一
、
二
。

《
わ
た
し
の
墓
碑
銘
は
こ
う
》
。
ラ

ー
ア
ア
ア
ア
。

《
書
い
て
く
れ
、
・
わ
が
こ
と
》
。
プ
プ
ル
ル
プ
フ
フ
フ
ル
ル
プ

プ

フ
フ
フ
。

《
終
わ
れ
り
》
」
(矼

一
〇

一
)。
第
十
二
挿
話
は

「俺
」
と
名
乗

る
謎
の
人
物
と

「文
体
の
パ
ロ
デ
ィ
ス
ト
」
と
が
語
り
手
と
な
る
。
第
十
三
挿

話
は
、
ブ
ル
ー
ム
が
欲
情
す
る
少
女
に
よ
る
ハ
ー
レ
ク
イ
ン

・
ロ
マ
ン
ス
ふ
う

の
文
体
、
「夏
の
夕
暮
れ
は
そ
の
神
秘
な
腕
に
世
界
を
抱
擁
し
は
じ
め
て
い
ま
し

た
」

(H
二
三
三
)。
第
十
四
挿
話
は
古
代
英
語
か
ら
現
代
の
話
し
言
葉
に
至
る

.英
語
散
文
文
体
史
の
パ
ロ
デ
ィ
。
第
十
五
挿
話
は
戯
曲
体
で
書
か
れ
た
幻
想
劇

で
、
現
実
と
幻
覚
の
区
別
が
つ
か
ず
、
語
り
の
主
体
も
次
々
入
れ
替
わ
る
。
「ス

テ
イ
ー
ヴ
ン

(凶
暴
な
怒
り
に
か
ら
れ
て
息
を

つ
ま
ら
せ
る
。
顔
が
引
き
つ
り
、

灰
い
う
に
な
り
、
年
寄
η
じ
み
る
。)
く
そ
!
/
ブ
ル
ー
ム

(窓
の
そ
ば
で
。
)

ど
う
し
た
?
/
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン

い
や
だ
、
真

っ
び
ら
だ
!
知
性

の
想
像
力

が
!
ぼ
く
に
は
す
べ
て
か
、
さ
も
な
く
ば
無
か
だ
」
(皿

一
三
五
)。
第
十
六
挿

話
の
語
り
手
は
老
人
と
思
わ
れ
る
人
物
で
、
勿
体
ぶ
っ
て
ま
わ
り
く
ど
い
文
体
。

第
十
七
挿
話
は
、
抽
象
的
で
客
観
的
な
言
葉
使

い
に
よ
る

一
問

一
答
形
式
、
「ブ

ル
ー
ム
が
提
出
し
た
い
か
な
る
例
証
が
、
理
論
科
学
よ
り
む
し
ろ
応
用
化
学
に

傾
く
彼
の
性
向
を
証
明
し
た
か
?
彼
が
け
だ
る
い
満
腹
状
態
で
消
化
促
進
の
た

め
に
仰
臥
し
な
が
ら
熟
考
し
た

い
く
つ
か
の
発
明
の
可
能
性
」

(皿
三
四
六
)
。

そ
し
て
第
十
八
挿
話
は
モ
リ
ー
の
切
れ
目
の
な
い
内
的
独
白
で
、
ア
ポ
ス
ト
ロ

フ
ィ
や
コ
ン
マ
が
な
く
、
ピ
リ
オ
ド
も
二
つ
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
、
小
説
と

い
う
形
式
を
破
壊
す
る
か
の
よ

う
な
小
説
で
あ

っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
小
説
の
伝
統
を
、

そ
の
内
容
と
形
式
に
お
い
て
相
対
化
し
た

の
で
あ
る
。

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』・
が
世
に
出
た
の
は

一
九
二

一
年
だ
が
、
同
時
代
の
反
応
は

ど
う
だ

っ
た
か
。
「性
と
排
泄
機
能
と
の
生
理
現
象
が
引
き
起
こ
し
う
る
感
覚
的

精
神
的
反
応
の
全
領
域
が
、
こ
れ
ほ
ど
冷
厳
か
つ
科
学
的
な
徹
底
性
を
も

っ
て

照
ら
し
出
さ
れ
た
の
は
か
つ
て
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
」

(ク
ル
チ
ウ
ス
、
一縮
Φ
"

一
〇
五
)。
こ
れ
は
批
判
的
で
な
い
批
評
で
あ
る
っ

一
方
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
批
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評
界
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
円
即
リ

ー
ヴ
ィ
ス
は
、
「伝
統
あ
る
小
説
」
を
破
壊

す
る
見
振
り
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
「
『
ユ
リ
シ
」
ズ
』
に
す
で
に
は

っ

き
り
現
れ
て
い
た
悪
質
き
わ
ま
る
傾
向

の
ひ
と
つ
は
、
作

品
全
体
と
か
か
わ
り

の
な
い
過
度
の
装
飾
癖
、
衒
学
癖
で
あ
る
」

(リ
ー
ヴ
ィ
ス
、
お
ω
ω
二

四

こ

画
一。
当
時

.
噸
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
を
と
り
ま
く
状
況
が
厳
し
か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
の
ち
に
コ
リ
ン

・」マ
ッ
ケ
イ
ブ
が

「イ
ギ
リ
ス
批
評
界
は
汰
○
年
代
北
な

る
ま
で
故
意
に
ジ

ョ
イ
ス
を
除
外
し

て
い
た
」
」(
マ
ッ
ケ
イ
ブ
、
一
〇。。
卜。
"
一
二

七
)

と
指
摘
し
て
い
ゐ
こ
と
か
ち
も
想
像
さ
れ
よ
う
。
構
造
主
義
の
余
波
で
モ
ダ
ニ

ズ
ム
再
評
価
が
始
ま

っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
本
格
的
に
分

析
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
無
意
識

や
神
話
と
の
親
和
性
が
論
じ
ら
れ
た
り
宀
映

画
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論
と
の
関
係
が
探
ら
れ
、
現
在
で
は
大
衆
文
化
研
究
の

広
が
り
に
よ

っ
て
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ

』
と
広
告
と
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
た
り
し
て

い
る

(ウ
ィ
キ
ー
、
一り
OoOo)。

2

小
説
の
社
会
学
、
そ
の
二
つ
の
流
れ

文
学
の
分
析
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
文
芸
批
評
と
呼
ば
れ
、
ア
カ
デ
ミ

ズ

ム
で
は
文
学
研
究
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
新
聞
紙
上
で
専
門
家
に
よ
る
批
評
が

お
こ
な
わ
れ
た
の
は

一
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
れ
が
学
問
と
し
て
の
地

位
を
有
.す
る
の
は
二
〇
世
紀
初
頭

の
こ
と
で
あ
る
ゆ
こ
う
し
た
制
度
化
は
、
研

究
価
値
の
あ
る

コ
咼
級
文
学
」
と

そ
れ
以
外
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
し
て
も

い
る
。
ジ

ョ
ー
ジ

・
エ
リ
オ

ッ
ト
な
ど
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
は

「正
典
」
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
が
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
な
ど
の
大
衆
小
説
は
研
究
対

象
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。
之
の
よ
う
な
エ
リ
ー
漆
主
義
的
文
学
研
究
は
、
六
〇

年
代
前
後
ま
で
続
く
。
そ
こ
で
は
、
作
家
主
義
、
テ
ー
マ
批
評
、
実
践
批
評
、

ニ
ュ
i
・.
汐
リ
テ
ィ
シ
ヅ

ム
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
、
テ
ク
ス
ト
論
、
構
造
王
義

批
評
、
文
学
社
会
学

(
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
)
、ヒ
受
容
理
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
が
存
在
し
、
独
自
の
方
法
を
展
欄
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
の
文
学

理
論
は
ハ
文
学
は
人
間
精
神
の
発
露
で
あ
る
と
か

(た
と
え
ば
作
家
主
義
)、
.自

ら
の
法
則
を
そ
な
え
た
自
律
的
空
間
で
あ
る

(ニ
ュ
ー

・
ク
リ
テ
イ
シ
ズ

ム
や

フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
y
と
塾
う
は
う
に
、
「文
学
」
.を
侵
犯
不
可
能
な
領
域
と
み
な

↓
、
文
学
を
そ
れ
ガ
生
み
丗
さ
れ
た
社
会
関
係
か
ら
切
り
離
し
た
。

だ
が
小
説
の
溌
展
を
考
え
る
場
△
只

こ
う
心
た
批
評
の
立
場
は
か
な
り
分
が

悪
い
。
文
学
の
歴
史
の
内
側
に
小
説
の
歴
史
を
書
き
込
ん
で
も
、
そ
の

一
面
七

か
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
説
は
、
そ
の
発
生
か
ら

一
般
化
ま
で
の
過
程
を
、

近
代
社
会
の
展
開
、
す
な
わ
ち
近
代
の
政
治
前

.
経
済
的
な
諸
制
度
の
発
展
、

、
印
刷
や
輸
送
技
術
の
発
達
、
教
育
の
拡
大
に
よ
る
読
み
書
き
能
力
の
向
上
と

い

っ
た
過
程
と
と
も
に
歩
ん
で
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
脈
を
考
慮
し
つ
つ
小
説

を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
文
学
社
会
学
の
功
績
が
大
き

い
が
、
歴
史
学
や
人

類
学
な
ど
も
研
究

の
素
材
と
し
て
き
た
こ
と
、
六
〇
年
代
以
降

「文
学
研
究
」

が

「文
化
研
究
」
に
包
摂
さ
れ
た
こ
と
で
文
学
研
究
の

「社
会
学
」
化
が
進
ん

だ
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
う
し
て
現
在
で
は
、
そ
の
結
論
な
さ
ま
ざ
ま
で
も
、

小
説
と
社
会
は
無
関
係
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と

い
え
る
。

た
だ
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
説
萇
対
し

「多
様
な
読
み
」
が
共
存
す
る
状
況
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
多
く
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
暴
露
と
い
う
側
面
を
強
く
も

っ
て
お

り
、
全
体
と
し
て
は
個
別
の
事
例
研
究
と
し
て
散
在
し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
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カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
そ
う
標
榜
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在

「小

説
と
社
会
」
分
析
の
方
法
論
を
体
系
的
に
示
す
の
は
難
し
い
の
だ
。
だ
が
こ
れ

ま

で
の
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
は

で
き
よ
う
。
以
下
で
は
、
こ
う

い
っ
て
よ
け

れ
ば

「小
説
の
社
会
学
」
と
し
て
、
二
つ
の
流
れ
を
た
ど

っ
て
み
る
。

ま
ず
、
近
代
と

い
う
そ
の
展
開

の
過
程
を
小
説
と
同
じ
く
す
る
社
会
学
、
な

か
で
も

ル
カ
ー
チ
か
ら
ゴ
ル
ド

マ
ン
へ
と

い
う
文
学
社
会
学
の
流
れ
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
、
小
説
の
物
語
構
造
と
社
会
構
造
に
相
同
性
を
見
い
だ
す
。
ル
カ

ー
チ
と
ゴ
ル
ド

マ
ン
の

「反
映
」

は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
合

い
が
違
う
も
の
の
奪
、

資
本
主
義
経
済
の
構
造
が
人
間
の
意
識
構
造
、
ひ
い
て
は
小
説
の
横
…造
に
影
響

を
及
ぼ
す
と
考
え
る
点

に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
彼
ら
の
後
継
者
た
ち

が

「反
映
」
を

「下
部
構
造
を
た
ん
に
上
部
構
造

へ
写
し
た
も
の
」
と
単
純
化

し
て
用

い
た
こ
と
に
、
「還
元
主
義
」
と

い
う
難
点
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な

い
。
ま
た
、
小
説
の
物
語
構
造

や
登
場
人
物
像
、
テ
ー

マ
と
い
っ
た
小
説
の

内
容
に
注
目
し
て
い
る
点
も
重
要

で
あ
る
。
人
と
物
の
疎
外
関
係
や
ヒ
ー
ロ
ー

の
不
在
と
い
っ
た
小
説
の
内
容
が
、
社
会
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
、
歴
史
的
に

比
較
さ
れ
て
い
る
の
だ
ゆ
だ
が
こ
の
と
き
、
小
説
と

い
う
形
式
は
そ
の
時
代
の

経
済
構
造
に
対
応
し
た
所
与
の
形
式
と
み
な
さ
れ
、
小
説
形
式
そ
れ
自
体
の
変

・化
の
歴
史
が
問
わ
れ
て
い
な

い
。
小
説
の
技
巧
や
手
法
と

い
う
意
味
で
の
形
式

も
同
様
で
あ
る
。

近
年
の
文
学
社
会
学
は
、
当
然

こ
う
し
た
点
に
意
識
的
で
あ
る
。
こ
の
分
野

で
久
々
の
大
著

『芸
術
の
規
則
』

を
上
梓
し
た
ピ

エ
ー
ル

・
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、

社
会
か
ら
小
説
へ
と

い
う

一
方
的
な
影
響
で
は
な
く
、
社
会
と
小
説
と
の
相
互

的
な
影
響
関
係
を
検
証
し
よ
う
と
し
た

(ブ
ル
デ
ュ
i
、
一り
㊤
b。
)
..、.。
モ
レ
ッ

テ
ィ
は
、
社
会
制
度
の
変
化
に
と
も
な

っ
て
変
わ

っ
て
き
た
人

々
の
意
識
が
、

新
た
な
文
学
形
式
を
必
要
と
し
選
択
す
る
と
考
え
た

(モ
レ
ッ
テ
ィ
、
一
り
。。。。
)。

い
ず
れ
も
単
純
な
反
映
論
を
越
え
た
地
点
か
ら
の
分
析
を
目
指
し
て
い
る
。
ま

た
ブ
ル
デ
ュ
ー
も
形
式
の
問
題
に
言
及
し
て
お
り
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

「文
体
」

つ
ま
り

「形
式
」
に
対
す
る
分
析
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
「意
味

へ
と
直
接
向
か

っ
て
ゆ
く
た
め
に
、
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
読
ま
れ
て
し
ま
う
透
明
な
記
号
と
.し

て
形
式
を
通
過
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
感
知
で
き
る

形
式
、
…
…
現
実
と
の
照
応
関
係
に
満
ち
て
い
る
形
式
の
上
に
、
じ

っ
と
立
ち

止
ま
る
こ
と
」

(ブ
ル
デ
ュ
ヨ
、
一㊤
㊤
N
"
1

一
七
六
)。
今
後
の
方
向
性
が
示
さ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

か
つ
て
ル
カ
ー
チ
は
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
形
式
的
妙
技
は
主
観
的
な
印
象
に

対
す
る
狭

い
関
心
、
最
近
の
資
本
主
義
下
で
の
高
度
の
個
人
主
義
か
ら
生
ま
れ

る
関
心
の
結
果
で
あ
る
と
切
り
捨
て
て
い
た
。
そ
し
て
現
代
、
モ
レ
ッ
テ
ィ
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
が

「商
品
の
物
神
主
義
を
文
学
的
に
再
現
11
表
象
す
る
」
、
「社

会
関
係
は
た
だ
消
費
の
プ
リ
ズ
ム
を
と
お
し
て
し
か
現
れ
な
い
」
と
、
や
は
り

資
本
主
義
経
済
の
構
造
的
変
動
と
の
関
連
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

ブ
ル
デ
ュ
ー
と
同
様
形
式
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
る
。
「
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
、

文
体
の
気
違
い
じ
み
た
在
庫

一
掃
セ
ー
ル
で
あ
る
。
…
…

「
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
、

あ
ら
ゆ
る
文
体
的
選
択
が
中
途
半
端
で
恣
意
的
で
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
ジ
ョ
イ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
文
体
が
執
拗
な
ま
で
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
」

(モ
レ
ッ
テ
ィ
、
一㊤
Q。
Q。
"
二
二
七
～
五
三
)。

形
式
は
、
内
容
の
た
め
の
所
与
の
入
れ
物
、
た
ん
な
る
叙
述
の
手
段
で
は
な
い
。

ま
た
普
遍
的
で
発
生
的
な
も

の
で
も
な
く
、
歴
史
や
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
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さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

次
に

「小
説
の
社
会
学
」
と
呼
べ
る
も
う

一
つ
の
流
れ
を
挙
げ
よ
う
。
小
説

の
技
法
や
言
語
構
造
な
ど

「形
式
」

に
注
目
す
る
立
場

七
.、
な
か
で
も
六
〇
年

代
以
降
の
メ
デ
ィ
ア
論
で
あ
る
。

芸
術

・
文
学
研
究
以
外
の
領
域
で

「
形
式
」

が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
文
学
を
メ
デ
ィ
ア
的
知
の

一
領
域
と
み

な
す
よ
う
な
、
メ
デ
ィ
ア
論
に
よ
る

「文
学
」
観
の
転
回
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
。

彼
ら
は
、
印
刷
術
の
発
明
と
普
及
に
と
も
な
う
人
間
の
知
覚
や
身
体
技
術
の
変

容
、
ま
た
技
術
が
言
語
体
系
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
を
論
じ
、
と
く
に

「書
物
と

い
う
メ
デ
イ
ア
ー1
小
説
」
に
注
目
し
た
。
」ヒ
ュ
ー

・
ケ
ナ
ー
は
小
説
を

「論
理

的
な
知
の
機
械
」
と
み
な
し
、
そ
の
可
能
性
を
限
界
ま
で
追
求
し
た

「
ス
ト
イ

ッ
ク
な

コ
メ
デ
ィ
ア
ン
た
ち
」
と
し
て
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
、
ジ
ョ
イ
ス
、
ベ
ケ
ッ

ト
の
小
説
を
分
析
す
る
。
ジ
ョ
イ
ス
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

彼
ら
は
伝
統
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
主
流
が
依
拠
す
る

「真
実
ら
し
さ
」
と

「説
得

性
」
お
よ
び
そ
れ
ら
が
追
究
す
る

「物
語
」
や

「意
味
」
を
、
ま
さ
に
小
説
形

式
自
体
に
よ

っ
て
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
作
家
た
ち
で
あ
る
。
「か
れ
ら
が
制
作

し
た
書
物
、
か
れ
ら
が
そ
の
仕
掛
け
に
制
作
さ
せ
た
書
物
は
、
知
の
歴
史
の

一

世
紀
を
、
複
雑
で
か
つ
感
動
的
な
忠
実
さ
で
再
現
す
る
」
(ケ
ナ
i
、
一㊤①
卜。
H
一

六
)。
.書
物
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
旺
小
説
形
式
の
機
械
的
な
自
律
性
を
自
明
視
し
て

い
る
ふ
し
は
あ
る
に
し
て
も
、
ケ
ナ
ー
は
近
代
以
降
の
印
刷
技
術
の
発
展
を
参

照
し
な
が
ら
、
小
説
の
技
巧
や
形
式

的
構
造
の
変
化
を
論
じ
て
い
る
。

そ
し
て

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。
か

つ
て

「物
語
と
は
聞

き
手
の
記
憶
の
中
で
の
み
、
あ
る
全
体
と
な
る
こ
と
」
が
前
提
だ
っ
た
が
、
『
ユ

リ
シ
ー
ズ
』
の
テ
ク
ス
ト
が
組
織

さ
れ
展
開
さ
れ
る
の
は

「テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的

空
間
と
呼
び
う
る
も
の
、
初
め
か
ら
そ
れ
に
向
け
て
計
画
さ
れ
た
印
刷
ペ
ー
ジ

の
中
で
あ
る
」
。
書
物
が

「そ
れ
が
含
み
あ
る
い
は
示
唆
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
実
の

詳
細
で
信
頼
で
き
る
包
括
的
な
目
録
」
で
あ
る
な
ら
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は

「目

録

の
コ
メ
デ
ィ
、
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
の
コ
メ
デ
ィ
」
で
あ
る

(同
、

一
〇
五
、

六
六
)。
そ
し
て
物
理
的
な
容
量
を
も
ち
、
数
字
を
打
た
れ
た
ペ
ー
ジ
か
ら
な
り
、

相
互
参
照
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
ー1
新
聞
と
、
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
の
構

造
を
重
ね
て
い
る
。
ケ
ナ
ー
の
関
心
は
こ
う
し
て

「印
刷
さ
れ
た
書
物
」
と

い

う
メ
デ
ィ
ア
に
集
中
す
る
が
、

一
方
で

「境
界
を
も
ち
、
通
り
と
街
区
、
地
区

と
地
域
と
に
分
け
ら
れ
、
地
図
や
人
名
録
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
う
る
ひ
と

つ
の

都
市
を
祝
福
し
て
、
ジ
ョ
イ
ス
は
、
彼
の
主
題
の
そ
れ
ら
の
側
面
を
す
べ
て
本

の
中
で
再
現
し
よ
う
と
苦
心
し
た
」
と
し
、
二
〇
世
紀
の
都
市
と
、
小
説
と
い

う
メ
デ
ィ
ア
と
の
形
式
的

・
構
造
的
な
類
似
性
に
も
触
れ
て
い
る

(同
、
九

こ

[八
}o以

上
み
て
き
た
文
学
杜
会
学
と
メ
デ
ィ
ア
論
の
立
場
は
、
い
ず
れ
も

「小
説

と
社
会
」

の
関
係
を
歴
史
の
変
動
の
な
か
で
と
ら
え
て
お
り
、
こ
の
意
味
で

「小
説
の
社
会
学
」
と
呼
び
う
る
ゆ
か
つ
て
二
つ
の
流
れ
に
は

「内
容
と
形
式
」

と
い
う
対
象
上
の
棲
み
分
け
が
あ

っ
た
が
、」
現
在
で
は
形
式

へ
の
着
目
に
よ

っ

て
そ
の
溝
を
埋
め
よ
う
と

い
う
方
向
に
あ
る
。
モ
レ
ッ
テ
ィ
の

「文
体
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
性
」

へ
の
着
眼
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
.フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
分
析
、
そ
し
て
ケ

ナ
ー
の

「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
」
観
や
そ
れ
と
都
市
の
形
式
に
つ
い
て
の

言
及
は
、
い
く
つ
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
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関

係
性
と

し
て

の

「
形
式

」

,
l
L

ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

の
分
析

,

と
こ
ろ
で
、
小
説
形
式
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
と
の
関
係
を
、
独
特
な
観

点
か
ら
分
析
し
た
批
評
家
が
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
研
究
者
レ
イ
モ
ン
ド

・

ウ
オ
リ
ァ
ム
ズ
で
あ
る
。
2
と

の
関
連
で
い
う
な
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
小
説

と
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
社
会
構
造
と

の
相
同
関
係
を
認
め
る
点
で
は
文
学
社
会

学
に
近
い
と

い
え
る
が

九
、
出
発

は
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
批
評
で
あ
り
、
方
法

や
ス
タ
ン
ス
に
お
い
て
経
験
主
義

で
南
る
。
ま
た

「人
々
に
ま
る
歴
史
の
編
成
」

と
い
う
考
え
に
立

つ
た
め
、
技
術
決
定
的
な
メ
デ
ィ
ア
論
の
考
え
方
に
は
批
判

的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
ユ
リ
シ
コ
ズ
』
の
形
式
に
も
着
目
し
た
彼
の
議
論
を

検
証
し
た
い
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
形
式
を

「
個
人
と
社
会
の
関
係
」
と
み
な
す
。
彼
に
と

っ
て
、
形
式
は
内
容
の
対
立
項
老

い
う
よ
り
、
社
会
生
活
全
体
の
な
か
に
あ
る

関
係
の
あ
ら
わ
れ
、
事
物
や
関
係

の

「か
た
ち
」
や

「
あ
り
方
」
で
あ
る
っ
彼

の

「形
式
」
は

・「豊
か
で
深
く
有

機
的
」
(=
⇔
芦

ロ
㊤
。。
O
]"
①
ω
)
で
、
」「
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ

に
お

い
て
す
べ
て
が
持
ち

こ
ま
れ
る
の
は

『形
式
』
で
あ

っ
た
。
彼
の

批
評
は
、
フ
甘
ル
マ
リ
ス
ト
か
ら

『文
化
的
形
式
』
を
救

い
出
し
、
そ
の
な
か

に
、
社
会
的
諸
関
係
の
構
造
、
技

術
的
可
能
性

の
歴
史
、
・社
会
全
体
で
決
定
さ

れ
た

『も

の
の
見
方
』
の
結
晶
を

発
見
し
た
」
之
評
さ
れ
る

(国
9
伽身
一2
。
P

一〇
。。
O
"。。
)。
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
文
学
社
会
学
に
お
い
て

「形
式
に
つ
い
て
の
分

析
は
ほ
と
ん
ど
始
め
ら
れ
て
い
な

い
」
と
す
る
。
「文
学
形
式
の
分
析
に
よ

っ
て
、

視
点
の
変
化
…
…
諸
関
係
の
変
化
、
意
識
の
変
化
が
直
接
例
証
さ
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
の
諸
変
化
は
…
…
現
実

の
社
会
史
と
合
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
基

本
的
諸
関
係
の
分
析

へ
と
つ
な
が
る
」

(≦

=
冨
臼
ρ
口
り刈
巳
"
N①
為
)
。
小
説
に

表
れ
た

「も
の
の
見
方
」
「関
係
性
」

つ
ま
り
形
式
は
(
そ
の
小
説
を
と
り
ま
く

社
会
の
形
式
と
深
く
関
連
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
実
際
の
批
評
に
お
い
て
、
「形
式
」
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ

・ワ
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
を
中
心
に
多
く
の
小
説
を
分
析
し
て

お
り
A
な
か
で
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
論
じ
た
も

の
は
多

い
。
ジ
ョ
イ

ス
分
析
に
至

る
流
れ
を
み
る
と
い
う
意
味
で
そ
こ
か
ら
ふ
り
か
え
ろ
う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
の
.「形
、
語
り
口
、
描
写
」
な
ど
の
手
法
が
、
当
時
の
ロ

ン
ド
ン
を
生
き
る
人
々
の
感
情
の
構
造
を
と
ら
え
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
混
沌

と
し
た
都
市
社
会
か
ら
秩
序
を
見
い
だ
す
た
め
の

「も
の
の
見
方
」
を
積
極
的

に
導
く
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る

(ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
一㊤
認

"
二
〇
八
～
二
二
)。

「手
法
」
と

い
う
形
式
を
通
し
て
、
社
会
か
ら
小
説

へ
と
い
う
方
向
だ
け
で
な
く
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
か
ら
人
々
へ
、
い
い
か
え
れ
ば
小
説
か
ら
社
会

へ
と

い
う
方
向
が

見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「秩
序
を
見

い
だ
す
」
や

「も
の
の
見
方
を
導

く
」
と
い
っ
た
、
関
係
性
と
し
て
の
形
式
を
析
出
し
て
い
る

..9
。

と
こ
ろ
が
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
.以
降
、
都
市
を
描

い
た
小
説
は

「観
察
と
記
述
」

に
も
と
つ
く

「自
然
主
義
」
、
が

一
般
的
と
な
つ
た
と

い
う
。
そ
こ
で
は
作
家

の

「意
識
」
が

一
切
排
除
さ
れ
た
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
れ
て
お
り
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
よ

う
に

「も
の
の
見
方
」
を
積
極
的
に
示
す
よ
う
な
形
式
は
み
ら
れ
な
い
。
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
は
、
こ
の

「客
観
性
」
を
目
指
す
語
ゆ
口
を
,

一
九
世
紀
末

の
都
市

体
験
や
都
市
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
み
な
す

(同
、
二
八
七
～
三

一
〇
)。
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そ
し
て
二
〇
世
紀
初
頭
の
都
市
生
活
を
描
い
た

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
が
登
場
す

る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
ダ
ブ
リ

ン
を
歩
き
回
る
ブ
ル
ー
ム
の

「内
的
独
白
」

部
分
に
つ
い
て

「
(ブ
ル
ー
ム
の
)
意
識
は
、
強
烈
か
つ
断
片
的
で
、
根
本
的
に

は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
主
観
的
で
は
あ

っ
て
も
他
者
を
包
含
す
る
も
の
」

と
す
る
。
「他
者
は
こ
こ
で
は
都
市

の
建
物
や
騒
音
や
光
景
や
匂
い
と

一
緒
に
こ

の
ひ
と
つ
の
め
ま
ぐ
る
し
く
動
く
意
識
の

一
部
」
と
な
り
、
「実
質
的
な
現
実
、

都
市
の
生
き
生
き
し
た
多
様
性
は
、
歩
行
者
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
」
と
な
る
。

「
い
わ
ゆ
る

『意
識
の
流
れ
』
や

『
内
的
独
白
』
は
…
…
た
と
え
直
接
的
に
美
的

な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
、
生
活
と
社
会
の
基

本
的
な
モ
デ
ル
に
深
く
つ
な
が
っ
て

い
る
」。

つ
ま
り
ジ
ョ
イ
ス
の
用
い
た

「意

識
の
流
れ
」
の
手
法
は
、
そ
の
時
期
の
都
市
を
生
き
る
人
々
の

「根
本
的
に
変

容
し
た
知
覚
と
ア
.イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
型
」
を
体
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

そ
し
て
こ
の

「意
識
の
流
れ
」
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
小
説
形
式
に
限

っ
た
話

で
は
な
く
、
「め
ま
ぐ
る
し
く
、
断
片
的
で
、
多
様
」
な
都
市
生
活
の
形
式
そ
の

も
の
で
あ
る

(同
、
三
二
三
～
七
)
。

し
か
し
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

「形
式
」
が
前
景
化
す
る

『
ユ
リ

シ
ー
ズ
』
後
半
に
か
ん
し
て
は
口
が
重

い
。
そ
こ
で
現
れ
る
の
は

「普
遍
的
言

語
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
日
常
言

語
」
を
脅
か
す
と
暗
示
す
る
の
み
で
あ
る
。

「強
烈
な
主
観
性
を
み
と
め
た
う
え

で
形
而
上
学
的
あ
る
い
は
心
理
学
的
な

「共

同
体
」
が
想
定
さ
れ
…
…
そ
れ
は
、
た
と
え
抽
象
的
な
構
造

の
中
だ
け
で
あ
る

に
せ
よ

「普
遍
的
」
な
も
の
と
さ
れ
、
現
実

の

「社
会
」
は
…
…
偶
然
的
か

つ

二
次
的
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
・歴
史

の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
変

わ
り
う
る
も
の
で
あ
る

「個
人
と
社
会
」
の
問
題
は
、
「社
会
」
が

一
個
の
抽
象

と
な
り
、
集
団
的
な
も
の
が
も

っ
と
も
内
的
な
経
路
を
通

っ
て
流
れ
る
も
の
と

さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
」
(同
、
三
二
八
凶
九
)。
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
は
、
文
学
に
表
れ
た

「個
人
と
社
会
」
の
関
係
は
、
具
体
的
な
も
の
、
か

た
ち
を
も
つ
も
の
と
し
て
生
活
の
な
か
に
も
現
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
強
烈

な
主
観
を
表
象
す
る
最
適
な
手
法
と
し
て
の

「意
識
の
流
れ
」
が
、
主
観
に
沈

潜
し
す
ぎ
た
結
果
、
社
会
と
の
有
機
的
な
関
係
を
失
う
。
小
説
に
表
れ
た

「関

係
が
な
い
」
と
い
う
形
式
は
社
会
か
ら
離
脱
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
彼
は
否
定

的
な
姿
勢
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
前
半
で
用
い
ら
れ
て
い
る

形
式
か
ら
二
〇
世
紀
の

「都
市
の
形
式
」
を
析
出
す
る
が
、
後
半
に
つ
い
て
は
、

旦
ハ体
的
で
有
機
的
な
関
係
が
示
さ
れ
て
い
な

い
と

一」蹴
す
る
だ
け
で
あ
る
二
ご
。

ー

だ
が
形
式
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
い
う
よ
う
な

「関
係
性
」
で
あ
る
な
ら
、

後
半
の

「関
係
の
な
さ
」
も
そ
の

一
形
態
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

か
?
こ
う
み
て
く
る
と
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の

「都
市
の
形
式
」
分
析
は
展
開
の

余
地
を
残
し
て
い
る
上
い
え
よ
う
。

4

,分
析

"

『
ユ
リ
シ

ー
ズ
』
と

都
市
の
形
式

こ
こ
ま
で
得
ら
れ
た
示
唆
を
ま
と
め
よ
う
。
小
説
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
形

式
の
社
会
性
、
小
説
と
都
市
の
形
式
的
な
閥
係
、
そ
し
て
人
と
人
あ
る
い
は
人

と
社
会
の

「関
係
性
」
と
し
て
の
形
式
を
見
い
だ
す
こ
と
。.
以
下
で
と
り
あ
げ

る
の
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
後
半
の
第
七
、
十
、
十
二
挿
話
で
あ
る
。

一
九
〇
四

年
の
ダ
ブ
リ
ン
、
都
市
を
生
き
る
人
々
が
登
場
す
る
。
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・
ー

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
雑
多
性
、
断
片
性

第
七
挿
話
は
、
市
内
の
線
路
を
走
る
電
車
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。

ヒ
ベ
ル
ニ
ア
の
首
都

の
中
心
で

ネ
ル
ソ
ン
塔
の
前
に
来
る
と
、
電
車
は
速
度
を
ゆ
る
め
、
ポ
イ
ン
ト
を
切

り
替
え
、
ポ
ー
ル
を
移
し
替
え

て
発
車

す
る
。
(中
略
)
二
階
建
て
電
車
と
普

通
の
電
車
が
、
右
と
左
に
並
ん
で
、
が
た
が
た
車
体
を
ゆ
す
り
、
り
ん
り
ん

鈴
を
鳴
ら
し
、
発
車
場
を
離
れ
、
ぐ

い
っ
と
曲
が

っ
て
下
り
線
に
は
い
り
、

並
ん
で
走

っ
た
。
(1
二
八
九
)

そ
し
て
舞
台
は
ダ
ブ
リ
ン
の
新
聞
社
で
あ
る
。

ま
さ
ま
な
人
物
が
慌
た
だ
し
く
出
入
り
す
る
。

そ
こ
で
は
ブ
ル
ー
ム
を
含
め
さ

ブ
ル
ー
ム
退
場

ー

ひ

と

っ
走

り

、

バ

チ

ェ
ラ

ー
ズ

・
ウ

ォ
ー

ク
ま

で
行

っ
・て

来
ま

す

、

と

ミ

ス

タ

・
ブ

ル
ー

ム
が

言

っ
た

。

(略

)

1

あ
の
広
告
は
ま
と
め
て
来
る
だ
ろ
う
、
と
教
授
が
半
力
ー
テ
ン
の
上

か
ら
、
黒
縁
眼
鏡
越
し
に
眺
め
て
言

っ
た
。
や
つ
の
後
ろ
に
く

っ
つ
い
て
行

く
が
き
ど
も
を
見
ろ
よ
。

1

見
せ
て
く
れ
、
ど
こ
?
と
レ
ネ

ハ
ン
が
窓
に
駆
け
寄

っ
て
叫
ん
だ
。

通
り
の
行
列

二
人
は
微
笑
を
浮
か
べ
て
、
半
力
ー
テ
ン
越
し
に
、
ミ
ス
ダ

・
ブ
ル
ー
ム

の
あ
と
を
跳
び
は
ね
な
が
ら
つ
い
て
行
く
新
聞
売
り
少
年
た
ち
の
列
を
眺
め

た

。

(r

三

一
八

～
九

)

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
挿
話
の
文
章
は
新
聞
の
見
出
し
か
広
告
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
の
よ
う
な
短

い
セ
ン
テ
ン
ス
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。
「ブ
ル
ー
ム
退
場
」
「通

り
の
行
列
」
と
い
っ
た
見
出
し
、

い
い
か
え
れ
ば
匿
名
的
な
語
り
が
、
小
説
の

な
か
に
何
の
説
明
も
な
く
登
場
す
る
の
だ
。
通
常
の
見
出
し
は
本
文
を
要
約
し

て
読
者
の
便
宜
を
は
か
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
見
出
し
は
そ
う
で
も
な
い
。

植
字
工
代
表

彼
は
植
字
室
を
通
る
と
き
に
、
前
掛
け
を
し
て
、
眼
鏡
を
か
け
た
、
猫
背

の
老
人
の
そ
ば
を
す
り
ぬ
け
た
。
植
字
工
代
表
の
マ
ン
ク
ス
爺
さ
ん
。

一
生

の
あ

い
だ
に
は
、
妙
な
記
事
も
ず

い
ぶ
ん
手
が
け
た
ろ
う
な
。
死
亡
通
知
、

酒
場
の
広
告
、
演
説
、
離
婚
訴
訟
、
水
死
体
で
発
見
。
人
生
も
そ
ろ
そ
ろ
終

り
に
近

い
。
(略
)

過
越
の
祭
り
な
り
き

彼

(ブ
ル
ー
ム

"
筆
者
注
)
は
立
ち
止

っ
て
、
植
字
工
が
き
れ
い
に
活
字

を
並
べ
る
の
を
見
ま
も

っ
た
。
ま
ず
逆
に
読
む
。
そ
れ
を
す
ば
や
く
や
る
。

か
な
り
の
修
行
を

つ
ま
な
け
り
ゃ
。

(1
三
〇
二
～
三
)

こ
う
し
た
見
出
し
は
、
描
写
の
そ
し
て
物
語
の
よ
ど
み
な

い
進
行
を
妨
げ
て
い

る
。
そ
し
て
挿
話

の
終
わ
り
に
至
る
と
、
見
出
し
の
長
さ
が
本
文
の
長
さ
と
さ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
ま
で
に
な
る
。
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ど

う

い
う

9
1

-1

ま
た
ー

ど

こ

で
?

ー

し

か

し

、

ど

う

い
う

題

を

つ
け

る
?

と

マ
イ

ル
ズ

・
ク

ロ

フ

ォ
ー

ド

が
聞
い
た
。
婆
さ
ん
た
ち
は
ど
こ
で
プ
ラ
ム
を
買

っ
た
?

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が

い
い
と
教
授
。
大
学
二
年
目
の
学
生
は
老
モ

ー
セ
に
投
票

1

そ
う
さ
な
、
待
て
よ
、
と
教
授
は
長

い
唇
を
ぱ

っ
く
り
あ
け
て
考
え

な

が

ら

言

っ
た

。

(略

)

陽

気

な

お

ば

さ

ん
た

ち

は
数

の
足

り

な

い
指

に
有

頂

天
。

.
ア

ン
は

う

っ
と
り

、

フ

ロ
ー

は
よ

た

よ

た

ー

だ
が
二
人
を
責
め
る
の
は
酷
だ

(略

)

(1

一二
亠
ハ

一
～

一二
)

実
際
の
新
聞
に
お
け
る
見
出
し
と
本
文
、
そ
の
量
の
違

い
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
見
出
し
と
本
文
は
等

価
に
な

っ
て
い
る
。
小
説
に
新
聞
の
形
式
が

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
安
定
し
た
語
り
が
崩
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
の

な
か
の
小
説
形
式
の
位
置
、
そ
の
独
立
性
を
保

っ
て
き
た
領
域
が
侵
犯
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
新
聞
は
都
市

の

一
日
と
い
う
空
間
と
時
間
の
デ
ー
タ

の
集
積
で
あ
り
肖
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
も

一
九
〇
四
年
六
月

一
六
日
の
ダ
ブ
リ
ン
の

一
日
の
情
報
の

「目
録
」
(ケ
ナ
ー
)
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
時
間
と
空
間
を
限
定

し
た
雑
多
な
情
報

の
断
片
が
凝
縮
し
た

「印
刷
さ
れ
た
書
物
」
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
挿
話
の
最
後
で
は
、
冒
頭
で
発
車
し
て
い
た
電
車
が
停
電
の
た

め
す
べ
て
止
ま

っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
当
時
し
ば
し
ば
不
通
に
な

つ
た
と
は
い
え

「電
車
は
ダ
ブ
リ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
唯

一
誇
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
」

(結
城

.一
九
九
九

H
二
三
八
)
。
電
車
は
速

い
移
動
を
可
能
に
し
、

人
々
の
時
間
と
空
間
に
対
す
る
感
覚
や
認
識
は
変
わ
る
。
だ
が

い
っ
た
ん
機
能

を
停
止
す
る
と
、
め
ま
で
る
し
く
移
動
す
る
都
市
の
生
活
や
人
々
の
感
覚
が
、

困
惑
と

い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
に
な
る
。
こ
う
し
て
第
七
挿
話
か
ら
、
新
聞
や

電
車
と
い
う
き
わ
め
て
都
市
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
通
し
て
、

「め
ま
ぐ
る
し
く
、
断
片
的
で
、
多
様
な
」
(ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
)
都
市
の
形
式
を

抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

4

・
2

無
関
係
と

い
う
関
係

も
う
ひ
之

つ
の
き
わ
め
て

「都
市
」
的
な
挿
話
、
ダ
ブ
リ
ン
の
昼
下
が
り
の

一
時
間
を
描

い
た
第
十
挿
話
を
み
よ
う
。
こ
の
挿
話
は

一
九
の
断
章

の
並
置
か

ら
な
り
、
都
市
の

一
瞬
を

一
九
の
視
点
か
ら
切
り
取

っ
て
描
き
出
し
た
も
の
と

い
え
る
。

一
八
の
断
章
の
語
り
手
は
ダ
ブ
リ
ン
市
民

一
八
人
の

「意
識
の
流
れ
」

が
中
心
で
、
初
期
の
文
体
の
流
れ
に
あ
る
。
だ
が
残
り
の

一
つ
は
、
作
者
で
も

登
場
人
物
で
も
な
い

「
三
人
称
の
語
り
」
、
「観
察
と
記
述
」
を
こ
と
と
す
る

「客
観
的
」
な
語
り
で
あ
る
。

ダ
ブ
リ
ン
市
民
の
意
識
か
ら
意
識

へ
、

つ
ま
り
断
章
か
ら
断
章

へ
の
移
行
は

改
行
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
が
、
唐
突
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
語
り
手
が
め
ま
ぐ

る
し
く
代
わ
る
た
め
、
安
定
し
た
語
り
」の
場
は
存
在
し
な
い
。

一
見
し
た
だ
け

で
ば
全
体
ど
こ
ろ
か
前
後
の
脈
絡
も
つ
か
め
な

い
。
だ
が
注
意
深
く
み
る
と
、

あ
る
断
章
の
中
に
他
の
断
章
の
人
物
や
出
来
事
に
か
ん
す
る

一
文
が
唐
突
に
割

り
込
ん
だ
り
、
あ
る
断
章
の
中
に
他
の
断
章
の
人
物
や
出
来
事
が
背
景
と
し
て
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登
場
七
た
り
し
て
い
る
。

1

電
車
で
配
達
し
て
も
ら
え

る
か
な
?
い
ま
?

マ
ー

チ

ャ

ン

ツ

鴇
ア

ー
チ

の

下

で
、

誰

か

が

黒

い
背

中

を

向

け

て
、

行

商

人
・の
車

の
本

を

あ

さ

っ
て

い
た

。

1

か

し

こ
ま

り

ま

し
た

。

市

内

で
す

か

?

(
、1

五

五
四

)

二
人
は
・階
段
を
昇

っ
て
マ
ー
チ
ャ
ン
ツ

漕
ア
ー
チ
を
く
ぐ

っ
た
。
誰
か
が

黒
い
背
中
を
向
け
て
、
行
商
人
の
車
の
本
を
あ
さ

っ
て
い
た
。

」

あ
そ
こ
に
い
る
ぜ
、
上
レ
ネ

ハ
ン
が
言

っ
た
α
.

1

何
を
買
う
ん
だ
ろ
う
な
、
と

マ
ッ
コ
イ
が
ち
ら
り
と
後
ろ
を
振
り
返

っ
て
言

っ
た
。
(1
五
六
七
)

そ
し
て
二
つ
の
断
章
に
登
場
す
る

「黒

い
背
中
の
誰
か
」
が
じ
つ
は
主
人
公
ブ

ル
ー
ム
で
あ
る
こ
と
が
、
後
に
暗
示
さ
れ
る
。

ミ
ス
タ

・
ブ
ル
ー
ム
は

マ
ラ
イ
ア

・
マ
ン
ク
の

《
恐
る
べ
き
告
発
》
の
ぺ

ー
ジ
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く

っ
て
、
そ
れ
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
馳《
傑
作
》

を
開
い
た
。
(1
五
七
二
)

こ
う
t
た
強
引
な
挿
入
は
、
複
数

の
出
来
事
の

「
伺
時
性
」
を
示
す
も
の
だ
。

一
人
の
人
間
の

一
貫
し
た

「語
り
」
よ
り
も
、
出
来
事

の

「同
時
性
の
提
示
」

が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
権

的
な
語
り
の
場
を
誰
も
も
た
な

い
こ
と
、

つ

ま
り
相
互
的
で
複
数
の
語
り
に
よ

っ
て
、
.あ
ら
ゆ
る
人
物
や
出
来
事
が
都
市
の

な
か
で
の

一
人
の
人
間

・
一
つ
の
出
来
事
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
さ
き
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
唐
突
な
挿
入
や
背
景
と
し
て
描
写
さ
れ

た
部
分
は
、
断
章
相
互
の
つ
な
が
り
を
探
る
鍵
と
も
な
る
。
こ
う
し
て
挿
話
全

体
の
内
容
を
追

っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
動
き
回
る
人
々
は
、
違
う
時
間
に
同

じ
場
所
を
通

っ
た
だ
け
、.

同
じ
も
の
を
違
う
場
所
か
ら
見
た
だ
け
、
あ
る
い
は

道
を
す
れ
違

っ
て
も
認
知
し
な

い
よ
う
な
関
係
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
時
間
に
ダ
ブ
リ
ン
に
い
た
と

い
う
事
実
の
み
を
共
有
し
て
い
る
関
係
、
い
わ

ば

「無
関
係
と
い
う
関
係
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
ハ、並
置
と

い
う
形
式
的
に

「無

関
係
」
な

一
八
の
断
片
は
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
挿
入
と

い
う
形
式
的
技
巧
に
よ

っ

て
い
つ
た
ん
そ
の

「関
係
」
が
示
さ
れ
る
も
、
そ
れ
を
解
読
す
る
と
内
容
に
お

い
て
人
物
や
出
来
事
の
あ
い
.だ
は

「無
関
係
」
な
の
で
あ
る
ρ
複
数
の
技
巧
に

よ

っ
て
㍉
都
市
の

「無
関
係
の
秩
序
」
(ジ
ン
メ
ル
)
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

4

・
1
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
都
市
の
形
式
を
指
摘
し
た
が
、
第

十
挿
話
の
断
章
の
並
置
と

い
う
形
式
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
た

「無
関
係
」

と
い
う
関
係
性
も
ま
た
、
都
市
の
形
式
と
い
え
よ
う
。

4

・
3

客
観
的
な
語
り
と
い
う
虚
構

.
今
度
は
第
十
挿
話
を

・「語
の
手
」
と
い
う
点
か
ら
見
渡
し
て
み
る
。

一
八
の

断
章
は

一.八
入

の
ダ
.ブ
リ
ン
市
民
の

.「意
識
の
流
れ
」
が
中
心
で
、
そ
れ
ぞ
れ

が
買
い
物
、
研
究
、
取
引
"
食
事
な
ど
を
し
て

い
る
。
そ
し
て

一
八
の

「意
識

の
流
れ
」
は
、
「人
間
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
ふ
う
に
考

尺
る
だ
け
で

な
く
違

つ
た
ペ
ー
ス
で
考
え
る
と

い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
把
握
し
て
い
た
の
は
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ジ

ョ
イ

ス
た
だ
ひ
と
り
で
あ
る
」

(
コ
ノ
リ

一
〇N
㊤
…
五
入
)
と
評
さ
れ
る
よ

う
に
、
ダ
ブ
リ
ン
市
民
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
や
思
考
や
感
情
を
い
き
い
き
と
伝
え

て
い
る
。
だ
が
最
後

の
断
章
だ
け
は

「客
観
的
」
な

「三
人
称
の
語
吻
」
で
あ

る
。

騎
馬
行
列
は
う
や
う
や
し
い
警
官
た
ち
の
敬
礼
を
受
け
て
フ
ィ
ー
ニ
ッ
ク

ス
後
援

の
下
手
側
の
門
を
出
る
と
、
キ
ン
グ
橋
を
過
ぎ
て
、・
北
側
の
河
岸
を

進
ん
だ
。
(中
略
)
男
ー
ヒ
ル
の
角
か
ら
、
「文
学
修
士
ヒ
ュ
ー

.
O
.
ラ
ヴ
氏

が
お
じ
ぎ
を
し
た
け
れ
ど
気
づ

か
れ
ず
じ
ま

い
に
な

っ
た
位
…
…
グ
ラ
タ
ン

橋
で
は
、
レ
ネ

ハ
ン
と

マ
ッ
コ
イ
が
さ
よ
な
ら
を
言

い
あ

っ
て
行
列
の
通
る

の
を
眺
め
た
。
ガ
ー
テ
ィ

・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
…
…
、
総
督
夫
人
が
何
を
お

召
し
に
な

っ
て
い
る
の
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(略
)
(1
六

一
〇

～

一
二
〉

こ
う
し
て
、
ダ
プ
リ
ン
市
内
を
通
り
抜
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督

の
馬
車
の

一

行
が

「人
々
に
よ

っ
・て
ど
う
目
撃

さ
れ
た
か
」
を
軸
に
、
こ
の
挿
話
す
べ
て
の

断
章
の
中
の
人
物
の
行
動
と
出
来
事
が
、
ダ
ブ
ザ
ン
を
俯
瞰
か
ら
眺
め
て
い
る

よ
う
に
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
・
「客
観
納
」
な
語
り
は
、,
結
果
的
℃

一
八

の
断
章
の

「意
識

の
流
れ
」
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
も
つ
。
つ
ま
り
ダ
ブ
リ
ツ

の

一
時
間
と

い
う
同
じ
対
象
を
描

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
量
に
し
て
前

者
は
八
ペ
ー
ジ
、
後
者
は
七
五
ぺ
」
ジ
で
、
み
て
き
た
よ
う
な
都
市
生
活
の
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
を

「観
察
匙
記
述
」
の
語
り
か
ら
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
「客
観
」
を
標
榜
す

る
語
り
は
、
「意
識
の
流
れ
」
ほ
ど
に
人
々

の
現
実
を
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
の
だ
ゆ

「語
り
」
の
問
題
が
い
つ
そ
う
前
景
化
す
る
の
は
第
十
二
挿
話
で
あ
る
。
酒

場
を
舞
台
に
、
そ
こ
を
訪
れ
る
人
々
の
言
動
や
出
来
事
が
、
「俺
」
と
名
乗
る
何

者
か
と
何
5
か
の
文
体
の
パ
ロ
デ
ィ
と
に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
。
ま
ず

「俺
」
は

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
け
る
最
初
の

「
一
人
称
の
語
り
手
」
な
の
だ
が
、
か
な
り

下
品
で
荒

っ
ぽ
い
つ

ダ
ブ
リ
ン
市
警
の
ト
ロ
イ
爺
公
と
ア
ー
バ
ー
坂
の
角
ん
と
こ
で
ち
ょ
い
と

立
話
を
.し
て
い
た
ら
畜
生
ッ
煙
突
掃
除
め
通
り
す
が
り
に
危
う
く
俺
の
目
ん

玉

へ
道
具
を
突

っ
込
み
そ
う
に
し
や
が

っ
た
。
振
り
向
き
ざ
ま

一
吠
え
浴
び

せ
て
や
ろ
う
と
し
た
ら
な
ん
と
ス
ト
ウ
ニ
」
坂
を
ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ
や

っ
て
来

る
の
は
ジ
ョ
i

・
ハ
イ
ン
ズ
よ
。
「(一N
一
)

こ
う
七
て

「俺
」
の
語
り
は
続
く
。
し
か
し
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も

「俺
」

の
名

前
や
正
体
が
わ
か
ち
な
い
。
そ
の
う
え
酒
場
で
の
や
り
と
り
を
丹
念
に
追

っ
て

い
く
と
、.
「俺
」

の
存
在
は
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「俺
」

の
発
話
は
そ
こ

に
い
る
人
々
と
の

「対
話
」
に
な

っ
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
三
ご。

す
る
と
と
こ
ろ
が
、
…
…
あ
の
老
い
ぼ
れ
犬
め
が
ジ

ョ
ウ
と
俺
の
回
り
を

う
ろ
ち
ょ
ろ
し
始
め
る
。
(略
)

1

噛
み
つ
か
れ
る
か

っ
て
び
く
つ
い
て
ん
の
か
?
市
民

(あ
だ
名

"
筆

者
注
)
が
嘲
り
や
が
る
。

1

い
い
や
、
俺
は
言
う
。
だ
け
ゼ
俺
の
脚
を
街
灯
柱
と
間
違
え
な
い
と
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も
限
ら
な
い
か
ら
な
。

そ
こ
で
や
つ
は
老

い
ぼ
れ
犬
に
声
を
か
け
る
。

i

ど

う

し

た

、
ガ

ー
リ

ー

?

や

つ
は

言
う

。

(一
ト〇
三

九

)

「市
民
」
は

「俺
」
に
言
葉
を
か
け
る
。
だ
が
次
に

「市
民
」
は

「俺
」
の
返
答

を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
「老
い
ぼ
れ
犬
」
に
声
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う

馳

に
、
対
話
に

「俺
」
が
参
加
し
て

い
な

い
と
読
め
る
シ
ー
ン
は
他
に
も
多
く
あ

る
。
「俺
」
は
物
語
の
外
側

(読
み
手
)
に
熱
心
に
状
況
を
描
写
す
る
が
、
物
語

の
内
側
で
は

「俺
」
の
言
葉
は
誰
に
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
語
り
手
で
あ
る

「
文
体
の
パ
ロ
デ
ィ
」
は
州
三
三
回
も

「俺
」

の
語
り
の
問
に
割
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
形
式
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
の
再
現

か
ら
新
聞
記
事
や
壁
の
落
書
き
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
二
三
.。

そ
し
て
や
つ
は
:
」…
そ
の
切
れ

っ
端
を
吊
し
た
首

一
つ
に
つ
き
二
、
三
シ

リ
ン
グ
で
売
る
っ
て
な
話
を
聞
か
せ
始
め
た
。

暗
黒
の
地
に
彼
等
は
雌
伏
す

、
怨
念
に
燃
え
る
剃
刃
の
騎
士
た
ち
。
死
の

・赱
ぐ
ろ
綱
を
彼
等
は
握
る
。
然

り
、
そ
れ
を
も
て
彼
等
血
の
行
為
を
働
き
た

る
い
か
な
る
者
を
も
常
闇
に
導

く
は
我
断
じ
て
そ
れ
を
赦
さ
ず
と
神
の
言

い

給
う
な
れ
ば
な
り
。

そ
こ
で
話
が
極
刑

の
こ
と
に
な
る
っ
て
え
と
ほ
ー
れ
ブ
ル
ー
ム
が
な
ぜ
だ

の
ゆ
え
に
だ
の
そ
の
件
に
つ
い
て
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
出
鱈
目
を
持
ち
出
し

て
き
て
…
…

(略
)。

(一
b。
二
六
～
七
)

唐
突
な
挿
入
は
第
七
挿
話
の
見
出
し
の
場
合
と
同
じ
だ
が
、、.第
十
二
挿
話
で
の

挿
入
は
か
な
り
長

い
文
章
、
し
か
も
字
下
げ
や
改
行
と
い
っ
た
そ
れ
と
わ
か
る

形
式
を
も

っ
て
い
な
い
た
め
非
常
に
判
別
し
に
く
い
。
そ
し
て
こ
の
パ
ロ
デ
ィ

は
物
語
の
進
行
に
何
ら
寄
与
し
て
お
ら
ず
、
ま
る
で
文
体
練
習
に
か
ま
け
て
出

来
事
の

「観
察
と
記
述
」
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

作
者
で
も
登
場
人
物
で
も
な
い
語
り
と
い
え
ば

「客
観
的
」
で

「匿
名
的
」

な
語
り
手
が
担

っ
て
き
た
。
し
か
し
、
見
出
し
や
文
体

の
パ

ロ
デ
ィ
に
よ
る

「匿
名
」
の
語
り
は

「客
観
的
」
な
語
り
を
目
指
す

の
で
は
な
い
。
ま
た
正
体
不

明
の

「俺
」
は
自
分
と
物
語
の
関
係
を
明
か
さ
な
い

(も
し
く
は
誤
解
し
た
)

ま
ま
物
語
を
進
行
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
可
解
で
信
用
で
き
な

い
語
り
手
の

登
場
に
よ

っ
て
、
語
り
の

「匿
名
性
」
と

「客
観
性
」
の
あ

い
だ
の
亀
裂
が
あ

ら
わ
に
な
る
。
そ
れ
が
誰
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が

「誰
か
が
語

っ
て
い
る
」
、

こ
う
し
た
語
り
が
増
大
し
つ
づ
け
る
過
程
が

マ
ス

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

発
展
で
あ
る
だ
ろ
う
。
人
々
は
そ
の

「匿
名
」
の
語
り
を
、
ま
さ
に
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
が
そ
う
だ

っ
た
よ
う
に
、
「客
観
的
」
な
語
り
と
し
て
信
用
し
た
。
だ
が

こ
こ
に
至
り
、
「匿
名
」
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ー

こ
れ
も
都
市
の
形
式
と

い
え
る
だ
ろ
・了

と

「客
観
性
」
の
同

一
視
と

い
う
幻
想
ま
た
は
欺
瞞
が
暴

か

れ

る

の

で
あ

る
。

お
わ
り
に

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
が
小
説
の
伝
統
に
対
し
て
お
こ
な

っ
た

「形
式
」
面
で
の

相
対
化
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第
七
挿
話
は
新
聞
の
形
式
を
流
用
す
る
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こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
第
十
挿
話
は
断
章
の
並
置
と
セ
ン
テ
ン
ス
の
挿
入
と
い

う
徹
底
的
な
仕
方
で
、
都
市
と

い
う
空
間
の

一
瞬
の
時
間
を
提
示
し
た
。
こ
の

よ
う
な
空
間
と
時
間
の

「有
限
性
」

へ
の
執
着
は
、
小
説
の
語
り
を
支
え
て
い

た
そ
れ
ら
の

「無
限
性
」
と

い
う
虚
構
を
暴

い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
十
挿
話

は
断
章
の
効
果
的
な
配
置
に
よ
っ
て

「客
観
性
」
を
標
榜
す
る
語
り
の
虚
構
性

を
示
し
、
第
七
挿
話
と
第
十
二
挿
話

は
匿
名

の
語
り
の

「非
客
観
性
」
を
浮
か

び
あ
が
ら
せ
た
。
語
り
手

へ
の
信
頼
や
妥
当
性
を
主
題
化
す
る
こ
と
で
、
小
説

の
語
り

の

「本
当
ら
し
さ
」
「客
観
性
」
「中
立
性
」
な
ど
と

い
っ
た
も
の
が
、

一
つ
の
幻
想
あ
る
い
は
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
初
頭
の
都
市
、
さ
ま
ざ

ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
進
歩

に
よ

っ
て
、
移
動
の
範
囲
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
そ
の
所
要
時
間
が
短
縮
さ
れ
、

人
々
の
空
間
や
時
間
に
対
す
る
感
覚
は
変
わ
る
。
産
業
化
が
ま
す
ま
す
進
み
、

生
産
と
消
費
の
サ
イ
ク
ル
は
加
速
し
規
模
を
増
し
て
い
く
。

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア

の
発
達
に
よ

っ
て
、
情
報
は

い
っ
そ
う
雑
多
で
断
片
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の

有
効
期
間
は
短
く
な
る
。
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
量
は
増
大
す
る

が
、
そ
れ
は
質
に
お

い
て
慌
た
だ

し
く
機
械
的
な
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
溢
れ

か
え
る
言
葉
た
ち
、
し
か
し
そ
れ
を

「誰
が
語

っ
て
い
る
の
か
」
は
問
わ
れ
る

こ
と

が

な

い
。

-

こ

こ
ま

で
、

『
ユ
リ

シ

ー
ズ

』

の
三

つ

の
挿

話

で
駆
使

さ

れ

て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
か
ら
、
都
市

の
形
式
と
し
て
、
瞬
間
的
で
雑
多
、
断

片
的
で
移
動
の
多

い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
式
、
そ
し
て

「無
関
係
」
「匿
名
」

と

い
っ
た
関
係
性
と
し
て
の
形
式
を
見
い
だ
し
て
き
た
。
た
し
か
に

『
ユ
リ
シ

ー
ズ
』
は
そ
の
物
語
内
容

(た
と
え
ば
都
市
が
舞
台
で
あ
る
と
か
、
登
場
人
物

が
都
市
を
歩
き
回
る
描
写
な
ど
)

に
お

い
て
、
こ
う
し
た
都
市
の
諸
相
を
描
き

出
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
で

駆
使
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
都
市
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
形
式
が
従
来
の
よ
う
に
、
前
述
し
た
よ
う
な

「小
説
史
」

の
文
脈
、
も

っ

と
い
え
ば
芸
術
論
の
な
か
で
解
釈
さ
れ
る
だ
け
で
は
、
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
が
示
す

「社
会
的
な
も
の
」
の
総
体
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
認
識

し
て
い
た
の
が
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
や
モ
レ
ッ
テ
ィ
、
ケ
ナ
ー
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
小
説
と
い
う
形
式
、
ま
た
小
説
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
形

式
は
、
社
会
的
諸
関
係
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
小
説
に

お
い
て
、
人
と
人
あ
る
い
は
人
と
社
会
の

「関
係
性
」
を
示
す
。
形
式
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
に
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
〔一四
〕。
『
ユ
リ
シ

ー
ズ
』
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
形
式
に
か
ん
す
る
社
会
学
的
分
析
は

展
開
の
余
地
を
残
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

一 注二三

そ
れ
以
前
は

「
問
題
化
」

の
試
み
が
な

か

っ
た
と

い
う
わ
け

で
は
な

い
。
た

と
え
ば

一
九
世
紀

の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
。

モ
ダ

ニ
ズ

ム
を

乗
り

越
え
よ
う
と
し
た

と

い
わ
れ
る

「ポ

ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ

ム
」

小
説
」
も
現

れ
た
が
、

モ
ダ

ニ
ズ

ム
を

語
る
言
説

に
回
収

さ
れ

て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

本
稿

で
は
、
第

㎝
～
六
挿
話
お

よ
び
第

十
二
挿
話
か

ら
の
引

用
は

『
ユ
リ
シ

ー
ズ

甲
ω
・
心
-O
・
旨
娵

(柳
瀬
尚
紀
訳
、

一
九
九
六

～
七
)

の
ペ
ー
ジ
数
を

示

し
、
第

七
～
十

一
挿
話
お
よ
び
第
十

三
～
十
八
挿
話

か
ら

の
引
用
は

『
ユ
リ

シ
ー
ズ

ー

・
H

・.皿
』

(丸
谷
ほ
か
訳
、

一
九
九
六
～
七
)
の

ぺ
ー
ジ
数
を
示
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す
。

四

.リ
ー
ヴ

ィ
ス
は
、

「文
化
主
義

」

の
立
場
か

ら
自

ら

の
批
評
を

「実
践
批
評
」

と
し
、
イ

ギ
リ

ス
文
学

の

.「偉

大
な

る
伝
統
」
を

守
り
伝
え
る

こ
と
を

目
指

し
た
。

五

.
ル
カ
ー

チ
に
よ
れ
ば
、
近
代

に
な

っ
て
失
わ
れ
た

、
自
我
と
世
界

の
完
結
し

た

「
全
体
性
」
を

探
究
さ

せ
る
文

学
形
式

が
小
説

で
あ

る
。
彼
は

こ
の
探
・究

の
過
程
を

「
反
映

」
と
呼
び

、

一
九
世
紀

リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
は
勃
興
し

つ
つ

あ

る
ブ

ル
ジ

ョ
ア

に
適
切

な

「
反
映
」
を
与
え

て

い
た
と
評
価
し
た
。

つ
づ

ぐ
ゴ

ル
ド

マ
Z
は
、
小
説
を

、
市

場
生
産
制

か
ら
生
ま
れ
た
個
人
主
義
社
会

に
お
け

る
日
常
生
活
を
文
学

の
次

元

に
転
、換

し
た

も

の
と
み
な
し
、
現
代
社

会

の
状
況
を

そ
の
ま

ま
描
き
だ
す

こ
と
を

「反
映
」
と
考
え

た
。

六

ブ

ル
デ

ュ
ー
は

「
場
」

の
概
念

を
用

い
な
が

ち
、
こ
れ
ま
で
特
権
的
領
域

に

据

え

ら
れ

て
き

た

「
文
学
」

(
こ
こ

で
は

フ

ロ
・ー

ベ
ー
ル

の

『感
情
教

育
』
)

-を

「
科
学

的
に
分
析
」
す

る
こ
ど
を
試

み
た
。

、七

フ
ォ
ル

マ
リ
ズ

ム

に
遡

る
こ
と
も

で
き

る
。
な

か
で
も
ル
か
ー
ヂ

と
論
争
を

繰
り
広
げ
た
.ブ
レ
ピ
ト
は

、
文

学

の
本
質
は
そ

の
形
式

に
あ
る
と
し
、
演
劇

や
文
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       A Study on Sociology of Novel: Ulysses and Forms of City 

                          YOSHIZAWA Yayoi 

           Since the novels were generated around 18th century, they had changed their shapes and 
        structures with transformation of modern society. Ulysses, in early 20th century, subjected 

       conventions and traditions of the novels, which had embodied various problems in modern society by/ 

       in its forms. Ulysses has been analyzed mainly in literary studies and some sociological analysis of 

       novels: Moretti(1988), Kenner(1962) and Williams(1973). Their works involve some indications, however, 

       they are not enough on analysis for various forms about/ in Ulysses. This paper aims a study on 

       sociology of novel: Ulysses, especially focusing on forms of city and narrative forms. 
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