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日
本
文
学
に
お
け
る
近
代
と
は
、
あ
る
い
は
近
代
日
本
文
学
に
つ
い
て
考
え
る

時
、
あ
ら
た
め
て
文
学
に
お
け
る
近
代
と
い
う
も
の
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
近
代
の
も
た
ら
し
た
様
々

な
意
識
や
制
度
は
日
本
人
の
生
活
や
意
識
に
大
き
な
影
を
落
し
、
そ
れ
ま
で
の
伝

統
的
、
歴
史
的
な
文
化
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
日
本
人
性
そ
の
も
の
に
対
し
、
大

き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
明
治
維
新
以
降
の

一
世
紀
余
り
の
時
間
は
、
そ
の
意
味
で
日
本
の
歴
史
と
人
間
に
か
つ
て
な
い
ほ
ど

の
変
化
を
与
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
十
一
世
紀
を
目
前
に
し
た
今
こ
そ
、
そ
の
変
化
の
百
年
で
あ
り
、
日
本
の
本

格
的
な
近
代
化
の
世
紀
で
あ
っ
た
二
十
世
紀
の
意
義
を
探
る
こ
と
は
、
文
学
に
お

け
る
近
代
を
考
え
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
と
日
本
人
を
考
え
る
上
で
重
要
な

作
業
で
あ
ろ
う
。

千
葉
貢
氏
が
こ
の
た
び
上
梓
さ
れ
た
「
田
舎
者
の
文
学
│
『
近
代
』
の
悲
し
み

を
背
負
っ
て
│
」
は
、
文
学
作
品
に
顕
れ
た
日
本
の
近
代
の
意
味
と
意
義
を
問
い

質
す
、
そ
う
し
た
成
果
を
示
し
た
論
集
だ
と
言
え
る
。

本
書
の
そ
の
表
題
を
見
た
時
、
一
体
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
、
実
の

と
こ
ろ
ま
っ
た
く
想
像
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
を
読
み
進
め
て
い
く

う
ち
に
、
近
代
日
本
文
学
が
内
包
す
る
近
代
と
い
う
も
の
の
生
み
だ
す
矛
盾
と
、

文
学
作
品
に
顕
れ
た
社
会
や
制
度
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
、
き
わ
め
て
批
評
性
の
強

い
言
説
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。
そ
れ
は
文
学
テ
キ
ス
ト
や
文
学
研
究
の

制
度
に
自
閉
す
る
こ
と
の
な
い
強
い
意
志
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
時
に
、
文
明
批
評

で
あ
り
社
会
制
度
批
判
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
近
代
か
ら
現
代
の
日
本
人
論

に
ま
で
通
底
す
る
よ
う
な
、
著
者
の
厳
し
い
ま
で
の
現
実
認
識
を
物
語
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
識
は
ま
た
著
者
自
身
が
文
学
作
品
に
向
き
あ
う
時
の
、
著

者
そ
の
人
の
主
題
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
本
書
を

読
み
そ
し
て
感
じ
る
刺
激
的
な
著
者
の
主
題
に
驚
ろ
か
さ
れ
、
さ
ら
に
文
学
研
究

の
有
す
る
可
能
性
の
拡
が
り
を
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
一

方
で
、
こ
の
主
題
の
強
さ
は
両
刃
の
剣
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
漠
然
と
し

た
思
い
を
抱
か
せ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は
そ
の
基
層
的
な
主
題
と
も
い
う
べ
き
「
強
い
ら
れ
た
『
近
代
化
』

書
評
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│
喪
失
の
時
代
│
」
を
序
論
と
し
、
十
本
の
作
家
・
作
品
論
が
な
ら
ぶ
。
二
葉
亭

四
迷
「
浮
雲
」
論
が
三
本
、
岡
倉
天
心
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
だ
」、
石
川
啄
木
「
林

中
書
」、
田
山
花
袋
の
評
伝
と
「
田
舎
教
師
」
論
、
島
崎
藤
村
「
海
へ
」、
萩
原
朔

太
郎
「
日
本
へ
の
回
帰
」、
安
岡
章
太
郎
「
海
辺
の
光
景
」
と
、
そ
の
対
象
は
近

代
日
本
文
学
の
草
創
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
第
三
の
新
人
ま
で
の
小
説

家
、
詩
人
、
芸
術
評
論
家
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
れ
は
一
様
で
は
な
い
著
者
の

関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。

本
書
に
通
底
す
る
著
者
の
問
題
意
識
は
、
序
論
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
貫

し
て
明
治
以
降
の
西
洋
近
代
導
入
に
よ
る
日
本
の
近
代
化
の
持
つ
矛
盾
と
そ
の
問

題
点
の
指
摘
に
あ
る
。
著
者
も
言
う
よ
う
に
、
有
名
な
夏
目
漱
石
の
「
外
発
的
」

な
近
代
化
の
問
題
と
そ
の
弊
害
を
現
在
に
至
る
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
問

題
点
を
明
示
批
判
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
と
新
た
な
日
本
の
進
む
べ
き
方

向
性
を
示
唆
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
単
な
る
近
代
も
し
く
は
近
代
化
や
現
実
に
対

す
る
批
判
で
は
な
く
、
著
者
の
解
決
策
と
そ
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
、
著
者
の
持
つ

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
現
実
認
識
の
姿
勢
が
示
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
一
方
で
そ
の
問
題
認
識
の
内
に
は
、
い
く
つ
か
の
見
過
ご
さ
れ
た
重
大

な
要
素
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
著
者
の
言
説
が
近
代
の
産
み
だ
し
た
制

度
上
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
指
摘
を
試
み
な
が
ら
、
肝
心
な
近
代

と
そ
の
時
代
の
意
義
を
自
明
の
も
の
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
と
り
上
げ
て
い
な
い

点
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
実
の
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
経
験
に
よ
っ
て
記
憶
認
知
さ

れ
た
問
題
に
対
す
る
事
象
に
目
を
む
け
、
そ
の
弊
害
を
批
評
す
る
あ
ま
り
、
西
洋

近
代
の
母
胎
と
も
い
う
べ
き
最
も
本
質
的
な
人
間
観
の
問
題
な
ど
は
あ
る
意
味
で

は
触
れ
て
い
な
い
。
漱
石
は
確
か
に
「
外
発
的
」
な
近
代
化
を
苦
渋
を
も
っ
て
容

認
し
た
が
、
一
方
で
西
洋
人
の
近
代
が
「
内
発
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
間

観
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
、
育
く
ま
れ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

は
た
し
て
西
洋
近
代
の
根
本
に
あ
る
人
間
観
を
、
日
本
も
ま
た
確
立
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
著
者
は
性
急
な
調
子
で
「
新
近
代
化
」
を
唱
え
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、

近
代
的
人
間
観
を
め
ぐ
る
日
本
と
西
洋
と
の
対
比
や
、
近
代
と
い
う
時
代
の
本
質

的
な
成
熟
の
度
合
を
、
日
本
や
西
洋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
考
え
、
そ
し
て
比
較

す
る
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
日
本
の
近
代
を
相
対
化
し
、
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
も
ま
た
必
要
だ
と
思

わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
著
者
の
刺
激
的
な
主
題
を
両
刃
の
剣
で
は
な
い
か
と
記
し
た

が
、
少
々
気
に
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
作
品
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い

て
論
じ
る
場
合
、
文
学
作
品
に
は
一
つ
一
つ
完
結
し
た
世
界
が
あ
る
の
だ
、
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

作
品
自
体
が
有
す
る
自
律
的
な
世
界
の
解
明
も
ま
た
、
文
学
研
究
と
い
う
作
業
に

は
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
学
作
品
の
持
つ

自
律
的
な
世
界
の
解
明
や
解
析
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、
人
間
存
在
を
語
ろ
う
と

す
る
の
が
人
文
科
学
に
お
け
る
学
と
し
て
の
文
学
研
究
の
意
義
だ
と
す
れ
ば
、
作

品
自
身
が
有
す
る
可
能
性
の
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
作
品
自
身
の
内

包
さ
れ
た
価
値
を
見
失
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
個
々
の
作

家
・
作
品
論
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
研
究
史
や
現
在

の
研
究
上
の
問
題
点
な
ど
を
明
確
化
さ
せ
、
そ
の
上
で
自
ら
の
問
題
点
を
明
瞭
化

二
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す
る
べ
き
作
業
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
新
世
紀
を
目
前
に
し
た
今
こ
そ
、
日
本
に
と
っ
て
の
変
革

を
余
儀
な
く
し
、
あ
る
い
は
本
格
的
な
近
代
へ
の
船
出
と
も
な
っ
た
二
十
世
紀
の

意
義
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
時
期
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
示
さ
れ
た
著
者
で
あ
る

千
葉
氏
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
主
題
と
文
学
作
品
を
介
し
た
論
旨
の
展
開
は
、
近
代
の

意
味
を
問
い
直
す
一
つ
の
物
差
し
を
提
出
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
文
化
論
的
な
視
座
か
ら
の
文
学
作
品
解
析
の
あ

り
方
も
、
検
討
す
べ
き
点
は
あ
り
な
が
ら
も
、
新
し
い
作
品
作
家
研
究
の
可
能
性

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
千
葉
氏
の
活
動
に
期
待
し
た
い
。

（
平
成
十
年
三
月
二
十
五
日
　
高
文
堂
出
版
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刊
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（
い
ち
か
わ
　
ひ
ろ
あ
き
・
群
馬
県
立
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
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