
【
研
究
論
文
】

対
外
日
本
文
学
紹
介
の
一
齣

―
グ
ラ
フ
誌
｢
N
H
P
P
O
N
｣
と
そ
の
掲
載
作
品

山
本

亮
介

一

は
じ
め
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
圧
倒
的
な
影
響
下
で
形
成
さ
れ
た
日
本
の

近
代
文
学
に
つ
い
て
研
究
す
る
際
､
そ
の
影
響
の
諸
相
を
テ
キ
ス

ト
に
即
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
'
必
然
的
に
重
要
課
題
の
ひ
と

つ

と
な
る
｡
そ
し
て
､
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
研
究
'
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ

ア
ル
批
評
と
い
っ
た
文
化
理
論
の
提
示
を
見
た
現
在
で
は
､
文
化

事
象
に
お
け
る

(影
響
)
や

(受
容
)
の
概
念
そ
の
も
の
が
問
い

直
さ
れ
'
個

々
の
表
象
を
生
成
す
る
諸
構
造
に
つ
い
て
､
よ
り
複

眼
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
特
に
そ
こ
で
は
､
文
化

的
影
響
関
係
に
あ
る
両
項
の
単
純
な
実
体
化
を
'
注
意
深
く
避
け

て
い
く
必
要
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
近
代
文
学
研
究
で
は
､
オ
リ

エ

ン
ト
を
鏡
と
す
る
西
洋
の
自
己
表
象
の
構
造
が
'
近
代
日
本
や
東

洋
な
ど
の
主
体
表
象

へ
と
転
化
さ
れ
る
と
き
の
問
題
性
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
影
響

･
受
容
に
お
け
る
ね
じ
れ
の
問
題
が
具
体
的

に
現
れ
る
モ
メ
ン
ト
と
し
て
'
そ
れ
ま
で
の

(受
け
手
)
が
'
(送

り
手
)
に
向
け
て
情
報
発
信
を
試
み
る
場
面
が
考
え
ら
れ
る
｡
た

と
え
ば
'
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
言
語
の
作
品
を
翻
訳
す
る
行
為
は
'
近

代
日
本
の
文
学
言
語
を
生
み
出
す
上
で
大
き
な
契
機
と
な

っ
た
わ

け
だ
が
､
こ
の
反
対
の
動
き
が
企
図
さ
れ
た
と
き
､
か

つ
て
の
影

響
な
る
も
の
の
内
実
が
改
め
て
顕
在
化
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡
ま
た
'
そ
こ
で
テ
キ
ス
ト
に
浮
か
び
上
が
る
諸
矛
盾
は
'
固

定
化
し
た
文
化
的
影
響
の
図
式
を
脱
構
築
す
る
要
素
と
な
る
か
も

し
れ
な
い
｡

現
代
日
本
の
国
際
文
化
交
流
の
領
域
に
お
い
て
も
'
文
学
作
品

の
翻
訳
紹
介
が
新
た
に
試
み
ら
れ
て
い
る
｡
平
成

14
年
(2
0
0
2
)
､

文
化
庁
は

｢
明
治
時
代
以
降
の
日
本
の
優
れ
た
文
学
作
品

を

海

外

に
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
｣
▲1
Y
と
す
る

｢
現
代
日
本
文
学

の
翻

訳

･
普
及
事
業
｣
を
企
画
t

N
P
O
法
人
日
本
文
学
出
版
交
流
セ

ン
タ
ー
を
通
じ
､
現
在
ま
で
に
相
当
数
の
翻
訳
作
品
を
刊
行
し
て

い
る
｡
以
下
見
る
よ
う
に
､
こ
う
し
た
文
化
外
交
を
目
的
と
す
る

組
織
的
な
文
学
輸
出
は
'
満
州
事
変
後
に
企
図
さ
れ
た
対
欧
米
文

化
宣
伝
に
淵
源
す
る
も
の
と
言
え
る
｡
そ
こ
で
本
論
で
は
'
こ
の

時
期
の
文
化
宣
撫
工
作
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
'
最
近
復
刻

互

が
完
了
し
た
対
外
文
化
宣
伝
グ
ラ
フ
誌

｢
N
tPP
O
N
｣
(
日
本
工

ll



房
'
昭

9
･
10
-
19
･
9
､
全

36
号
'
日
本
語
版

4
号
'
特
別
号

1
)
を
取
り
上
げ
､
誌
面
に
訳
出
紹
介
さ
れ
た
文
学
作
品
に
つ
い

て
検
討
す
る
｡
対
外
文
化
紹
介
に
ま

つ
わ
る
思
惑
'
個

々
の
作
家

･

作
品
が
革
む
問
超
性
'
実
際
の
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
示
さ
れ
る
亀
裂

な
ど
が
'
交
錯
し
て
い
く
様
子
を
描
き
出
せ
れ
ば
と
思
う
｡

二

r

N
IP
P

O
N
L
創
刊
の
周
辺

満
州
事
変
に
続
く
国
際
連
盟
脱
退
表
明

(
昭

8
)
以
降
'
政
財

界
や
論
壇
で
は
'
国
際
社
会
か
ら
の
孤
立
と
対
欧
米
宣
撫
工
作
の

立
ち
遅
れ
を
危
倶
す
る
論
調
が
高
ま
る
｡
欧
米
諸
国
の
側
で
も
'

後
発
帝
国
主
義
国
家
日
本
の
動
向
が
注
目
を
集
め
､
そ
の
国
情
に

対
す
る
関
心
が
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
こ
の
時
期

に
は
'
欧
米
に
向
け
た
文
化
宣
伝
策
が
企
図
さ
れ
､
実
行
に
移
さ

れ
て
い
く
｡
そ
こ
で
は
'
(文
化
を
通
じ
た
国
民
国
家
の
相
互
理
解
)

の
標
語
に
､
政
府
や
財
界
の
意
向

(対
中
外
交

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
掌

握
'
文
化
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
る
国
民
統
合
の
強
化
､
商
品

輸
出
販
路
の
拡
大
な
ど
)
と
､
文
化
国
際
主
義
に
活
路
を
求
め
る

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
ら
の
思
惑
が
､
暖
味
な
形
で
折
り
重
な
る
状
況
が

生
ま
れ
て
い
た
｡
ま
た
そ
の
背
後
に
は
'
欧
米
諸
国
か
ら
向
け
ら

れ
る
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
の
視
線
と
､
近
代
日
本
に
お
け
る

二

等
国
)

意
識
と
の
落
差
か
ら
生
じ
た
'
劣
等
感
と
反
発
心
が
あ

っ
た
と
言

え
る
｡

こ
う
し
た
事
情
の
も
と
'
報
道
写
真
家
名
取
洋
之
助
率
い
る
｢
日

本
工
房
｣
は

｢
N
iP
P
O
N
｣
を
創
刊
す
る
の
だ
が
'
こ
こ
で
関
係

諸
機
関
の
動
向

に
も
触
れ
て
お
き
た
い
｡
国
連
脱
退
表
明
後
も

一

部
国
連
機
関
と
の
連
携
を
継
続
し
て
い
た
政
府
は
'
昭
和

10
年
'

外
務
省
文
化
事
業
部
に
'
対
欧
米
文
化
交
流
の
窓

口
と
し
て
第
三

課
を
設
置
し
た
｡
初
代
課
長
に
は
､
か
ね
て
よ
り
文
化
交
流
事
業

の
必
要
性
を
強
く
訴
え
て
い
た
柳
沢
健

(外
務
官
僚
､
詩
人
)
が

就
任
す
る
｡
ま
た
前
年
に
は
'
官
民

一
体
の
文
化
外
交
を
目
的
と

し
て
､
外
郭
団
体
国
際
文
化
振
興
会
が
創
設
さ
れ
て
い
た
｡
主
に

華
族

･
財
界
文
化
人
が
運
営
に
当
た

っ
た
こ
の
組
続
は
'
戦
前
の

国
際
文
化
交
流
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
機
関
と
な
る
.
{･,'文
壇
で

は
､
昭
和

10
年
()
9
3
5
)
11
月
に
日
本
ペ
ン
倶
楽
部
が
創
立
す
る
｡

外
務
省
が
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
か
ら
日
本
支
部
設
置
の
打
診
を
受
け

た
後
､
柳
沢
が
国
際
文
化
振
興
会
な
ど
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い

て
設
立
に
奔
走
L
t
会
長
の
島
崎
藤
村
以
下
百
名
近
い
文
学
関
係

者
が
入
会
し
た
｡
そ
の
事
業
計
画
に
は
日
本
文
学
の
翻
訳
紹
介
も

挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
､
当
時
に
あ

っ
て
大
規
模
な
活
動
を
行
な
う

の
は
非
常
に
困
難
で
あ

っ
た
o
rt

さ
て
､
昭
和

3
年
(
)928
)ド
イ
ツ
に
渡

っ
た
名
取
洋
之
助
は
'

肝
余
曲
折
を
経
て
現

地
で
報
道
写
真
家
と
な
り
､
当
時

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
最
大
の
出
版
社
と
契
約
す
る
に
至

っ
た
｡
満
州
事
変
を
機
に
､

-12-



ド
イ
ツ
で
も
日
本
を
紹
介
す
る
写
真
の
需
要
が
急
増
し
､
昭
和

7

午
()9
3
2
)
7
月
に
同
社
特
派
員
と
し
て

1
時
帰
国
す
る
｡
さ
ら
に

日
本
軍
に
従
軍
し
た
翌

8
年
()
9
3
3
)'
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
で
外
国

人
の
就
業
が
困
難
と
な
り
､
駐
在
特
派
員
の
身
分
で
日
本
に
留
ま

る
こ
と
に
な
る
｡
名
取
は
報
道
写
真
の
概
念
を
確
立
す
べ
く
､
｢
日

本
工
房
｣
(第

一
次
)
を
設
立
'
年
末
に
は
'
著
名
文
化
人
三
十

一

名
を
被
写
体
に
し
た

｢
ラ
イ
カ
に
よ
る
文
芸
家
肖
像
写
真
展
｣
を

開
催
し
評
判
を
呼
ぶ
｡
団
体
分
裂
後
､
｢
日
本
工
房
｣
(第
二
次
)

を
再
建
し
た
名
取
は
､
報
道
写
真
､
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
な

ど
の
実
践
舞
台
と
し
て
'
海
外
向
け
グ
ラ
フ
誌
の
刊
行
を
企
図
す

る
｡
名
取
は
'
｢
日
本
か
ら
く
る
印
刷
物
が
ど
う
も
拙
劣
な
も
の
ば

か
り
で
､
チ

ェ
コ
や
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
も
の
に
さ
え
負
け
て
い
た
｣

の
で
､
｢経
済
的
に
許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
な
に
か
外
国
に
出
し
て
恥

ず
か
し
く
な
い
よ
う
な
対
外
雑
誌
を
出
し
た
い
と
思

っ
て
｣
い
た

と
当
時
を
回
想
し
て
い
る
｡
▲-
-昭
和

9
年
((
9
3
4
)
10
月
'
対
外
文

化
宣
伝
グ
ラ
フ
誌

｢N
IP
P
O
N
｣
の
創
刊
号
が
完
成
'
後
に
は
国

際
文
化
振
興
会
か
ら

の
補
助
金
も
獲
得
し
'
振
興
会
側
も
同
誌
を

活
動
宣
伝
の
場
と
し
て
活
用
し
て
い
く
｡
四
力
国
語

(英

･
仏

･

独

･
西
)
を
使
用
し
た
'
四
六
四
倍
判

(
FqcQ
サ
イ
ズ
)
の
豪
華
グ

ラ
フ
誌

｢N
IP

PON｣
に
は
､
名
取
の
編
集
デ
ザ
イ
ン
志
向
が
徹

底
的
に
貫
か
れ

てい
た
｡
｢
日
本
工
房
｣
に
勤
め
た
飯
島
実
は
'
｢
国

外
の
み
な
ら
ず
国
内
で
も
評
判
よ
く
､
こ
と
に
そ
の
優
れ
た
写
真

と
レ
イ
ア
ウ
ト
の
斬
新
さ
は
'
若
い
カ
メ
ラ

マ
ン
や
野
心
的
な
デ

ザ
イ
ナ
ー
に
強
烈
な
刺
激
を
与
え
た
｣
と
振
り
返

っ
て
い
る
｡
一･･
-

し
か
し
'
鎧
号
莫
大
な
経
費
を
必
要
と
L
t
経
営
状
態
は
常
に
厳

し
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
雑
誌
が
継
続
し
得
た
の

は
'
写
真
家
･デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
欲
望
を
追
求
し
た
名
取
･
｢
日

本
工
房
｣
と
'
対
外
文
化
宣
伝
メ
デ
ィ
ア
の
確
保
を
目
論
む
諸
勢

力
と
の
相
互
利
用
の
結
果
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

三

誌
面
に
見
ら
れ
る
文
化
紹
介
言
説

｢
N
HP
P
O
N
｣
は
'
生
活
風
俗

･
芸
術
文
化

･
産
業
技
術

･
自

然
風
土
な
ど
多
岐
に
渡
る
側
面
か
ら
､
日
本
の
近
代
性
と
伝
統
文

化
の
紹
介
を
試
み
た
｡
な
お
第

4
号
の
見
返
し
に
は
日
本
語
の
挨

拶
文
が
掲
げ
ら
れ
､
｢
現
今
'
欧
米
諸
国
は

一
様
に
東
洋
'
殊
に
日

本
に
鋭
く
注
目
し
て
｣
お
り
'
そ
の
な
か
で

｢真
実
の
日
本
の
姿

を
見
せ
た
い
､
今
日
の
日
本
の
文
化
を
見
せ
た
い
｣
な
ど
と
､
創

刊
の
主
意
を
記
し
て
い
る
｡
こ
の
線
に
沿

っ
て
､
創
刊
号
よ
り
幅

広
い
分
野
の
人
物
が
文
章
を
寄
せ
た
｡

第

1
号

で

は

'

団

伊

能

が

.P
re
se
n
t

d
a
y

an
d
th
e

civ
ili
2:a
t
io
n
o

f
J
a
p
a
n
.
(
｢
現
代
日
本
の
文
化
｣､
英

-
以
下
掲

載
言
語

を

示

す

)

{t･'を
寄
稿
｡
国
際
文
化
振
興
会
理
事
で
も
あ
る

団
は
､
文
化
交
流
活
動
の
中
心
的
立
場
に
あ

っ
た
｡
こ
の

一
文
で

13



は
'
維
新
の
経
緯
と
明
治
国
家
の
苦
難
を
説
明
し
た
上
で
'
現
代

日
本
文
化
の
課
題
と
し
て
､
西
洋
の
科
学
的
合
理
主
義
と
伝
統
文

化
に
見
ら
れ
る
民
族
精
神
と
の
融
和
を
挙
げ
て
い
る
｡
ま
た
第

8

号
の
.F
o
r
w
a

rd
.
(
｢巻
頭
言
｣､
英
)
で
は
'
東
西
文
明
に
お
け
る

相
互
理
解

の

困
難
こ
そ
が
人
間
の
知
的
探
究
心
の
対
象
で
あ
る
と

し
へ
終
わ
り
な
き
異
文
化
理
解
の
努
力
を
主
張
し
た
｡
同
じ
く
振

興
会
理
事
の
樺
山
愛
輔
.W
h
ath
as
J
a
p
a
n
in
sto
re
?.
(
｢
日
本

は
何
を
蓄
え
て
い
る
か
｣
､
英
､
第

3
号
)
は
､
欧

米
諸
国
が
日

本
に
向
け
る
興
味
と
理
解
の
遅
れ
を
指
摘
'
東
西
文
明
が
融
合
し

た
現
代
日
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
訴
え
な
が
ら
'
振
興
会
の
存
在

意
義
を
説
く
｡
柳
沢
健
も
第

2
号
巻
頭
に
､
.Le
J
a
p
o
n
tra
it

a
.u
n
io
n
e
n
tre
1.0
ri
e
n
t

et

I.O
ccid
e
n
t'
(r東
西

両
洋
を
結
ぶ

国
日
本
L
t
仏
)
を
寄
せ
､
仏
教

･
儒
教
の
精
神
的
伝
統
と
近
代
の

西
洋
精
神
が
併
存
す
る
日
本
文
化
を

｢東
洋
と
西
洋
の
ア
マ
ル
ガ

ム
｣
と
L
t
そ
の
使
命
を
調
和
し
た
人
間
性
の
完
成
と
す
る
｡
最

も
登
場
回
数
が
多
い
長
谷
川
如
是
閑
は
t
.y
ou
m
ust
kn
o
w

m
e

a
s
l
kn
o
w

y
o
u
'
(
｢余
が
汝
を
理
解
せ
る
如

く
汝
も
余
を

理

解
せ

よ
｣
'
英
'

第

6
号
)
で
'
国
際
的
な
文
化
交
換

の
世
界
的
意
義

を
訴
え
な
が
ら
､
異
文
化
理
解
に
努
め
て
き
た
日
本
の
歴
史
を
挙

げ
､
現
今
の
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
無
理
解
が
も
た
ら
す
弊

害
を
指
摘
す
る
｡
対
外
文
化
紹
介
の
現
場
に
多
く
顔
を
出
し
て
い

た
谷
川
徹
三
は
'
第

9
号
の
.F
orw
a
rd
.
(
｢巻
頭
言
｣
､
英
)
で
'

近
代
の
機
械
産
業
の
飛
躍
的
な
発
達
に
触
れ
､
急
速
な
西
洋
文
化

移
入
の
背
後
に
､
日
本
人
が
無
意
識
に
持

つ
固
有
の
力
が
働
い
て

い
る
と
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
誌
面
の
文
章
は
､
概
ね
当
時
の
文
化
言
説
の
ク
リ

シ
ェ
を
な
ぞ
る
内
容
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
言
え
る
｡
そ
の
な
か
第

5
号
巻
頭
の
.W
h
atd
o
theJ
apa
n
e
s
e
w
a

nt?.
(無
署
名
'
｢
日

本
人
は
何
を
求
め
て
い

る
か
｣
'英
)
は
'
や

や
異
色の
雰
囲
気
を

持

っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
'
回
答

へ
の
た
め
ら
い
を
ほ
の
め
か
し

つ
つ
､
､
W
ewou
td
liketob
e"
respe
cte
d"
b
y
goodp
eop
le
､

m
en
an
dwome
n.o
fth
ew
o
r

td.と述
べ
る

｡
続
け
て
'
｢精
神

病
者
｣の
妄

想
や
見
物
人
の
拍
手
を
求
め
る
猿
の
姿
ま
で
挙
げ
て
､

他
者
に

(尊
敬
)
を
求
め
る
行
為
の
愚
か
し
さ

へ
の
自
覚
を
示
そ

う
と
す
る
｡

一
方
で
'
他
者
に
よ
る
無
理
解
を
訂
正
し
て
い
く
こ

と
の
今
日
的
意
義
や
､
友
好
的
紳
士
的
な
態
度
の
相
手
に
は
受
け

取

っ
た
も
の
を
十
倍
に
し
て
返
す
こ
と
を
訴
え
る
｡
な
お
'
日
本

文
化
に

【
は
〕
其
の
価
値
が
あ
る
の
な
ら
ば

〔あ
る
の
だ
か
ら
〕
'

他
者
の
ほ
う
で
摂
取
に
努
め
る
は
ず
だ

〔努
め
る
べ
き
だ
〕
'
そ
れ

ゆ
え
宣
伝
な
ど
無
用
､
と
い
う
の
が
当
時
文
化
紹
介
活
動
に
向
け

ら
れ
て
い
た
批
判
の
型
で
あ

っ
た
｡
自
己
捧
晦
に
満
ち
た
こ
の
文

章
は
､
対
外
文
化
宣
伝
の
主
体
が
抱
え
る
複
雑
な
自
意
識
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

昭
和

11
年
()
9
3
6
)
12
月
に
は
'
既
出
記
事

(抜
粋
)
の
邦
訳
を
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中
心
と
す
る
日
本
語
版

｢
N
tP

PON｣
(第

1
巻
第

1
号
)
が
作

成
さ
れ
た
｡
｢
編
輯
後
記
｣
(

飯島実
)
に
は
､
｢
識
者
諸
賢
に

rN
tP
P
O
N
｣
が
如
何
や
う
に
し
て
本
邦
の
文
化
や
産
工
業
の
姿

を
梅
外
に
紹
介
し
て
来
た
か
を
知

っ
て
い
た
だ
か
う
と
思

っ
て
刊

行
し
た
｣
と
あ
る
｡
文
壇
関
係
者
中
最
も
深
く
関
わ

っ
た
杉
山
平

助
の
｢
文
化
紹
介
雑
誌
の
価
値
｣
で
は
'
上
記
の
批
判
を
想
定
し
､

開
国
後
に
諸
外
国
を
研
究
で
き
た
の
も

｢特
志
の
人
々
｣
の
協
力

に
よ
る
と
こ
ろ
で
､
｢現
代
日
本
も
国
際
的
相
互
理
解
の
上
に
お
い

て
す
で
に
こ
の
種
の
成
熟
し
た
心
も
ち
に
到
達
し
て
決
し
て
遅
く

は
な
い
時
で
は
あ
る
ま
い
か
｣
と
し
て
い
た
｡

四

訳
出
さ
れ
た
文
学
作
品
に
つ
い
て

グ
ラ
フ
誌

｢
N
IP
P
O
N
｣
は
報
道
写
真
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
記
事

を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
が
､
加
え
て
初
期
の

｢特
色
｣
と
し
て

｢創

作
欄
の
常
設
｣
が
あ
り
へ
そ
れ
は

｢当
時
と
し
て
は
画
期
的
企
画
｣

で
あ

っ
た
｡
tco'な
お
'
当
時

｢
日
本
工
房
｣
で
働
い
た
小
林
正
寿

に
よ
れ
ば
､
初
期
に
は
毎
号

｢編
輯
顧
問
会
議
｣
が
開
か
れ
て
い

た
｡
{9
J
J
の
懇
談
会
は
'
如
是
閑
､
杉
山
'
谷
川
が

｢主
な
常
連
｣

で
､
さ
ら
に
柳
沢
や
国
際
文
化
振
興
会
関
係
者
の
ほ
か
'
｢臨
時
に
､

高
名
な
芸
術
家
や
文
化
人
の
列
席
｣
も
あ

っ
た
と
言
う
｡
掲
載
作

晶
の
選
定
に
は
､
こ
の
会
議
も
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
た
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
第

6
号
の
巻
頭
に
は
､

.T
he
B
irth

a
n

d
F
e
a

tur
es
of
N
ip
p
o
n
P
.E
IN
C
lu
b
.
(無
署
名

t
r日
本
ペ

ン

倶

楽

部

の
誕
生
と
そ
の
特
殊
性
｣'
英

)

が
'
発
会
式
の
写
真
入

り
で
掲
載
さ
れ
､
倶
楽
部
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
名
取
も

会
員
に
名
を
連
ね
て
お
り
'
こ
う
し
た
両
組
織
間
の
近
し
さ
も
へ

文
学
関
係
記
事
を
掲
載
す
る
際
に

1
部
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
創
刊
号
で
は
､
現
代
日
本
の
諸
芸
術

(建
築
'
美
術
'
舞

踊
'
音
楽
'
演
劇
'
映
画
)
に
関
す
る
概
説
が
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ

れ
た
｡
文
学
に

つ
い
て
は
､
菊
池
寛
'
横
光
利

一
'
大
仏
次
郎
の

顔
写
真
と
紹
介
文

(
四
力
国
語
-
以
下

｢全
｣
と
す
る
)
が
掲
げ

ら
れ
､
杉
山
平
助
が
.D
ie
P
rosa･L
iterat
ur
im

h
eutig
e
n

J
ap
a
n
二

｢
現
代
日
本

の
文
学
｣
､
独
)
を
執
筆
し
て
い

る
｡杉
山

は
'
日
本
の
現
代
文
学
が
純
文
学
と
大
衆
文
学
に
分
け
ら
れ
る
と

し
'
そ
れ
ぞ
れ
に
ほ
ぼ
同
じ
分
量
の
説
明
を
施
し
て
い
る
｡
芸
術

性
を
追
求
す
る
純
文
学
は
'
外
国
作
品
､
特
に
フ
ラ
ン
ス
､

ロ
シ

ア
の
文
学
か
ら
多
く
影
響
を
受
け
た
と
し
､

ロ
マ
ン

･
ロ
ラ
ン
､

ゾ
ラ
'
ジ

ッ
ド
､
バ
ル
ザ

ッ
ク
､
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
を
挙
げ
た

上
で
､
と
り
わ
け
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
は
継
続
的
か
つ
熱
心
に
受

容
さ
れ
て
き
た
と
す
る
｡
こ
う
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学
の
影
響
を

受
け

つ
つ
'
日
本
の
近
代
小
説
の
典
型
を
作
り
出
し
た
作
家
と
し

て
､
谷
崎
潤

一
郎
､
徳
田
秋
声
'
永
井
荷
風
の
名
を
挙
げ
､
そ
の

一
部
は
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
｡
さ
ら
に
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近
年
地
歩
を
築
い
て
い
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
'
政
府
の
弾
圧

や
満
州
事
変
後
に
生
じ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
急
速
な
復
活
に
よ

っ
て
､
今
日
多
く
の
転
向
作
家
を
出
す
に
至

っ
た
と
し
'
小
林
多

喜
二
の
獄
死
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
｡
大
衆
文
学
に
つ
い
て
は
'

多
数
の
読
者
を
意
識
し
た
巧
み
な
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
'
時
事

批
評
性
を
備
え
た
社
会
事
情
の
叙
述
と
い
っ
た
特
徴
に
言
及
し
､

新
聞
雑
誌
が
特
に
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
好
ん
で
掲
載
し
て
い
る
と
報

告
｡
菊
池
寛
を
例
に
'
日
本
の
大
衆
作
家
が
､
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
そ

れ
と
比
べ
て
も
高
収
入
で
あ
る
と
付
言
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
こ

の
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と

つ
と
し
て
時
代
物
を
取
り
上
げ
､
そ
こ
に
描

か
れ
る
非
現
実
的
な
英
雄
像
や
'
幅
広
い
読
者
層
を
満
足
さ
せ
る

平
明
で
写
実
的
な
文
体
に
言
及
'
そ
の
比
較
対
象
と
し
て
ス
コ
ッ

ト
や
デ

ュ
マ
の
小
説
を
挙
げ
る
が
､

一
方
で
両
者
の
実
質
を
区
別

す
る
よ
う
注
意
を
促
し
て
い
る
｡

こ
の
後
昭
和

11
年
()
9
3
6
)に
か
け
て
､
近
代
の
小
説
が
次
々
と

訳
出
紹
介
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
日
中
開
戦
以
前
の
比
較
的

自
由
が
き
く
誌
面
状
況
に
あ

っ
て
'
文
学
作
品
を
文
化
紹
介
の
ひ

と

つ
の
軸
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

(昭
和

12
年
()9
3
7
)以
降
'
近
代
小
説
の
翻
訳
は
ご
く
住
か
と
な

る
)｡
そ
こ
で
の
作
品
選
択
は
､
先
に
見
て
き
た
文
化
国
際
主
義
者

た
ち
の
企
図
'
自
意
識
'
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
交
錯
す
る
な
か
で
行

な
わ
れ
て
い
た
は
ず
だ
｡
し
か
し

一
方
で
､
訳
出
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
は
単
に
そ
れ
ら
を
反
映
す
る
だ
け
で
な
く
､
文
化
紹
介
に
お
け

る
主
体
性
を
脱
臼
さ
せ
る
よ
う
な
意
味
作
用
を
持

つ
こ
と
に
も
な

る
｡
そ
こ
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
問
題
を
'
以
下
三
点
に
渡

っ

て
検
討
し
て
み
た
い
｡

《
作
家

･
作
品
選
定
に
生
じ
る
問
題
と
ね
じ
れ
》

他
の
記
事
と
関
連
な
く
訳
出
す
る
場
合
'
誰
の
'
何
を
掲
載
す

る
か
が
最
重
要
課
題
と
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
た
だ
し
'

誌
面
の
ひ
と

つ
の
傾
向
と
し
て
現
代
日
本
の
紹
介

･
宣
揚
が
重
視

さ
れ
て
お
り
､
や
は
り
文
学
に
関
し
て
も
'
同
時
代
の
代
表
的
作

家
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
意
図
が
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
｡
そ
こ

で
ま
ず
第

2
号

(
昭

10

･
1
)
で
は
､
菊
池
寛
■D
erR

icb
ter

W
a
k
a
su
g
i.
(
r若
杉
裁
判
長
｣
'
独
､
初
出
は
大

7
･
6
)
が
選

ば
れ
て
い
る
｡
創
刊
号
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
紹
介
で
'
菊
池
は
現
代

日
本
文
学
の
第

一
人
者
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
た
｡
現
今
文
壇
の

ト
ッ
プ
に
君
臨
す
る
存
在
で
あ
る
ゆ
え
､
先
陣
を
切

っ
て
登
場
さ

せ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
｡
な
お
小
説
の
筋
立
て
は
､

寛
容
な
判
決
で
知
ら
れ
る
人
道
主
義
者
若
杉
裁
判
長
が
'
自
宅
に

侵
入
し
た
泥
棒
と
相
対
し
た
こ
と
で
'
犯
罪
が
被
害
者

へ
与
え
る

影
響
に
震
推
し
'
そ
の
思
想
を

一
転
さ
せ
る
と
い
う
も
の
｡
キ
リ

ス
ト
教
体
験
を
ひ
と

つ
の
背
景
と
す
る
大
正
期
の
人
格
主
義
が
､

現
実
の
生
活
感
情
を
前
に
崩
れ
去
る
と
い
っ
た
作
品
内
容
か
ら
'
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何
ら
か
の
選
定
理
由
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡
た
だ
こ
の

最
初
の
翻
訳
が
示
す
よ
う
に
､
当
該
作
家
の

(代
表
作
)
を
紹
介

す
る
意
識
は
薄
か
っ
た
'
な
い
し
は
そ
の
試
み
は
予
め
避
け
ら
れ

て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
｡

同
じ
く
創
刊
号
に
写
真
紹
介
さ
れ
た
横
光
利

一
の
作
品
も
'
第

7
号

(昭

l

･.
6
)
に
.D
erG
a
r
d
en.
(
｢園
｣
'
独
､
初
出
は
大

14
･
4
)
と
し
て
訳
出

さ
れ
て
い
る
｡
翻
訳
に
付
さ
れ
た
紹
介
文

(全
)
は
'
現
代
文
学
の
リ
ー
ダ
ー
の
ひ
と
り
と
説
明
し
､
そ
の

初
期
短
編
が
海
外
の

｢新
感
覚
的
｣
な
作
品
に
類
別
さ
れ
る
と
す

る
｡
続
い
て
'
た
だ
し
作
品

｢園
｣
は
あ
く
ま
で
現
代
日
本
文
学

の
新
感
覚
的
傾
向
を
示
す
例
と
し
て
採
用
し
た
も
の
で
､
横
光
も

最
近
で
は
完
全
に
こ
の
影
響
を
離
れ
､
純
粋
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
回

帰
し
た
と
述
べ
る
｡
確
か
に
､
複
数
の
モ
チ
ー
フ
が
断
片
的
に
語

ら
れ
て
い
く
こ
の
小
説
は
､
い
わ
ゆ
る

(新
感
覚
派
)
的
な
表
現

が
上
滑
り
し
て
い
る
感
が
否
め
ず
､
こ
の
時
期
の
作
品
と
し
て
決

し
て
優
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
｡
唐
突
に
数
式
が
挿
入
さ
れ
る

と
い
う
視
覚
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
も

っ
て
'
日
本
文
学
の
現
代
性
を

ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
｡
と
も
あ
れ
'
紹

介
文
の
内
容
も
含
め
て
'
何
か
ち
ぐ
は
ぐ
と
し
た
印
象
を
受
け
る

訳
出
で
あ

っ
た
｡
国
内
文
壇
の
代
表
的
作
家
を
紹
介
す
る
意
図
は

窺
え
る
も
の
の
'
結
局
の
と
こ
ろ
'
そ
の
作
品
の
翻
訳
を
も

っ
て

現
代
日
本
を
代
表
す
る
何
か
-

翻

っ
て
み
れ
ば
そ
も
そ
も
菊
池

や
横
光
は
何
を

(代
表
)
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
?
-

に
つ
い

て
､

一
義
的
に
提
示
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ

っ
た
は
ず
だ
｡

そ
の

一
方
で

(な
い
し
は

(代
表
的
作
家
)
紹
介
の
反
動
と
し

て
?
)
へ
知
名
度
を
抜
き
に
し
た
訳
我
も
試
み
ら
れ
て
い
る
｡
特
に
'

第

5
号

(
昭

10

･
l
)
に
訳
出
さ
れ
た
宮
沢
賢
治
.S
ou
L.eau.

(
｢や
ま
な
し
｣
､
仏
､
初
出
は

｢岩
手
毎
日
新
聞
L
t
大
12
･
4
･

8
)
は
､
注
目
に
値
す
る
｡
生
前
に
童
話
集

『
注
文
の
多
い
料
理

店
』
(大

13

･
12
)

一
冊
を
刊
行
し
た
だ
け
の
賢
治
は
'
当
時
そ

れ
ほ
ど

一
般
的
な
作
家
で
は
な
か

っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
没
後

(
昭

8
･
9
)
に
な
さ
れ
た
草
野
心
平
ら
の
賢
治
宣
揚

の
力
は
大
き
く
'

■-｡
}翻
訳
に
付
さ
れ
た
作
家
紹
介

(全
)
で
も
'
天
逝
後
出
版
さ
れ

た
作
品
が
文
壇
に
衝
撃
を
与
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る

(当
時
の
賢

治
喧
伝
に

一
役
買

っ
て
い
た
谷
川
が
'
掲
載
の
後
押
し
を
し
た
可

能
性
も
あ
る
)
｡
な
お
童
話

｢や
ま
な
し
｣
は
､
ご
く
わ
ず
か
な
部

数
刷
ら
れ
た
小
冊
子
『
宮
沢
賢
治
全
集
抜
粋

鏡
を

つ
る
し
』
(宮

沢
清
六
編
､
非
売
品
)
の
改
訂
増
補
版

(昭

8
･
11
)
に
追
加
収

録
さ
れ
て
い
た
｡
た
だ
し
､
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
お
よ
び
当
時

刊
行
さ
れ
た
文
圃
堂
書
店
版

『
宮
沢
賢
治
全
集
』
(
昭

9
-

10
)

と
も
に
'
｢や
ま
な
し
｣
は
入

っ
て
い
な
い
｡
つ
ま
り
'
お
そ
ら
く

国
内
で
も
目
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
レ
ア
な
作
品
が
､
対
外
文
化

紹
介
雑
誌
の
誌
面
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
ご
)
の
と
き
へ

同
じ
く

(
国
内
)
の
読
者
に
と

っ
て
も
､
翻
訳
テ
キ
ス
ト
が
'
そ
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の
作
品
に
触
れ
る
初
め
て
の
機
会
と
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い

(あ

く
ま
で
可
能
性
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
が
)
｡
こ
の
よ
う
な
偶
発
的

な
ね
じ
れ
も
ま
た
､
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
関
わ
る
対
外
文
化
紹
介

メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
'
往
々
に
し
て
発
生
す
る
事
懸
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
｡
(代
表
)
な
る
も
の
の
不
透
明
性
や
こ
の
ね
じ
れ
は
'

文
化
紹
介
が
前
提
と
す
る
へ
内
部
の
者

(既
知
)
/
外
部
の
者

(未

知
)
と
い
っ
た
二
分
法
を
揺
さ
ぶ
る
現
象
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

《
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
亀
裂
と
可
能
性
》

第

6
号

(
昭

l
･
3
)
に
は
､
芥
川
龍
之
介
.U
n
B
a
I.
(
｢舞
踏

会
｣'
仏
､
初
出
は
大

9
･
1
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

(
末
尾
に

は
作
家
紹
介

(全
)
を
付
す
)
｡
な
お
小
説
の
前
頁
の
記
事
は
'
石

井
研
堂
j
h
e
D
a

ys
oft
h
e
R
ok
u
m
ei･k
a
n
H
a
tt.
(
｢鹿
鳴
館
時

代
｣
'
全

)
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
は
'
鹿
鳴
館
設
立
の
経
緯
や
開
化

期
欧
化
主
義
の
生
活
風
俗
'
お
よ
び
条
約
改
正
期
に
生
じ
た
批
判

が
記
さ
れ
た
上
で
､
鹿
鳴
館
文
化
が
現
実
に
生
み
出
し
た
も
の
が

何
で
あ
れ
､
私
た
ち
は
か
つ
て
あ

っ
た
皮
相
的
生
活
の
想
起
に
よ

っ
て
複
雑
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
t
と
結
ん
で
い
る
｡
さ
て
小
説

は
､
鹿
鳴
館
で
開
催
さ
れ
た
天
長
節
祝
賀
会
で
出
会

っ
た
'
開
化

の
少
女
明
子
と
フ
ラ
ン
ス
梅
軍
将
校
と
の
交
流
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
が
'
実
際
に
そ
の
会
を
体
験
し
た
ピ

エ
ー
ル

･
ロ
テ
ィ
の
文

章

｢
江
戸
の
舞
踏
会
｣
('Un
b
a
t
a
Y
e
d
d
o
.)
lH
〉を
材
料
と
し
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
｢
江
戸
の
舞
踏
会
｣
で
は
､
稀
代
の

オ
リ

エ
ン
ク
リ
ス
ト
作
家
の
眼
差
し
に
よ

っ
て
'
開
化
期
日
本
の

情
景
が
捉
え
ら
れ
'
言
語
化
さ
れ
て
い
た
｡
▲ほ
〉そ
の
テ
キ
ス
ト
は
'

近
代
日
本
に
生
じ
た
剃
那
的
時
空
間
に
複
雑
な
憧
債
を
抱
く
日
本

人
作
家
の
手
で
t

l
編
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

へ
と
昇
華
し
た
｡
が
'

こ
こ
で
は
さ
ら
に
､
そ
れ
が

(
元
)
の
言
語

へ
と

(再
)
翻
訳
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
の
翻
訳
作
品
は
､
極
め
て
複

雑
な
相
貌
を
持

つ
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
ひ
と

つ
が
'
テ
キ
ス
ト
に

お
け
る
明
子
と
粒
軍
将
校
の
会
話
表
現
で
あ

っ
た
｡
｢異
様
な
ア
ク

サ
ン
を
帯
び
た
日
本
語
｣
で
明
子
に
声
を
か
け
た
将
校
は
'

一
方

で
t
r愛
想
の
好
い
仏
蘭
酉
語
の
御
世
辞
さ

へ
も
噴
い
た

｣｡
1
_3一
フ

ラ
ン
ス
語
を
解
す
る
明
子
は
'
と
き
に

｢
ノ
ン

･
メ
ル
シ
ィ
｣
な

ど
と
返
答
す
る
｡
は
た
し
て
､
(原
作
)
で
日
本
語
表
記
さ
れ
て
い

る
台
詞
を
そ
の
ま
ま
受
け
取

っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
い
か
に
も

ト
リ
ビ
ア
ル
か
つ
音
声
中
心
主
義
的
な
問
い
で
は
あ
る
が
'
将
校

の
最
後
の
言
葉
､
｢
私
は
花
火
の
事
を
考

へ
て
ゐ
た
の
で
す
｡
我
々

■
一

の
生
の
や
う
な
花
火
の
事
を
｡
｣
に
至

っ
て
'
そ
れ
は
無
視
で
き
ぬ

問
題
と
な
ろ
う
｡
将
校
は
や
は
り
《
ワ
レ
ワ
レ
ノ
ヴ

イ
ノ
ヨ
ウ
ナ
》

と
発
声
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
と
も
い
ず
れ
か
の
言
語
の
み
で

語

っ
た
の
か
｡
む
ろ
ん
'
｢生
｣
と
表
記
し
た
書
き
手
の
問
題
'
あ

る
い
は
､
こ
の
二
重
表
記
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
が
何
ら
か
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
発
揮
し
得
る
と
い
う
近
代
日
本

の
文
学
言
語
の
問
題
な
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ど
が
､
議
論
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
た
だ

こ
の
台
詞
が
､
.J
e

p
e
n
s
ai

s
au
feu
d
'a
r

tif
ic
e

…
.
L
e
feu

d
'a
r

tif
ic
e

r
e
s
e
m

b

le
a

n
o
t
r

e
vie..と
訳
出
さ

れ

た

と
き
'
先
の

問

い

は

解

か

れ

ぬ

ま
ま

消
え

去
っ
て
し
ま
う
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
こ
こ
で
は

(原
文
)
に

潜
在
す
る

(極
め
て
低
い
が
完
全
に
排
除
は
で
き
な
い
)
可
能
性

の
ひ
と

つ
が
､
新
た
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
現
実
化
し
て
い
る
の
だ
｡

そ
こ
で
今
度
は
'
原
理
的
に
翻
訳
不
可
能
な

(あ
る
い
は
翻
訳
対

象
と
は
な
ら
な
い
)
(原
文
)
(｢生
｣
)
の
'
起
源
性
そ
の
も
の
の

疑
わ
し
さ
が
前
景
化
し
て
く
る
｡
皮
肉
な
形
で
出
現
す
る
こ
の
｢真

実
の
日
本
の
姿
｣
こ
そ
'
日
本
の
近
代
作
家
が
直
面
し
た
現
実
で

あ

っ
た
と
言
え
る
｡
た
だ
同
時
に
､
翻
訳
テ
キ
ス
ト
の
矛
先
は
'

近
代
日
本
の
問
題
性
を
貫
通
し
て
'
翻
訳
言
語
そ
の
も
の
が
抱
え

る
課
題
に
ま
で
達
し
て
い
よ
う
｡
(
西
洋
近
代
)
の
言
語
は
､
(非

西
洋
近
代
)
に
生
成
す
る
翻
訳
不
可
能
な
は
ず
の

(原
文
)
を
'

そ
れ
が
照
射
し
て
く
る
問
題
性
に
決
し
て
触
知
せ
ぬ
ま
ま
'
自
ら

の
言
葉
に
移
し
変
え
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
の
だ

(
む
ろ
ん
'

そ
う
し
た
側
面
も
含
め
て
､
近
代
日
本
が

(西
洋
)
を
模
倣
し
よ

う
と
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
)
｡
作
品
に
潜
在
す
る
力
は
､
こ

こ
で
は
そ
の
翻
訳
に
お
い
て
-

そ
れ
が
訳
出
さ
れ
る
諸
状
況
さ

え
も
問
い
直
す
よ
う
な
形
で
-

十
全
に
発
現
し
て
い
る
と
言
え

る
｡

《
自
閉
的
な
意
味
づ
け
か
ら
の
逸
脱
》

第

9
号

(昭

11
･
1
)
の
志
賀
直
哉
.A
kn
n
ish
iK
a

k
ita
.
(
｢赤

西
蛸
太
L
t
英
､
初
出

｢赤
西
蛸
太

の
恋

｣
は
大
6

･

9
)
は
､

作
家
に
は
珍
し
い
時
代
物
で
あ
る
｡
な
お
こ
の
作
品
が
選
ば
れ
た

理
由
の
ひ
と

つ
に
'
ほ
ぼ
同
時
期
に
映
画
化

(監
督
伊
丹
万
作
'

昭

11

･
6
公
開
)
し
て
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
同

じ
号
に
は
､
小
林
秀
雄
が
紹
介
文
'N

aoya
Sh
ig
a
.
(英
)
を
寄
稿

し
て
い
る
｡
昭
和

3
年
(
)9
28
)'

1時
奈
良
に
移

っ
た
小
林
は
'

近
く
に
住
む
志
賀

の
家

に
出
入
り
し
た
｡
文
壇
登
場
後
の
第

一
作

に

｢志
賀
直
哉
｣
(
昭

4

･
12
)
を
発
表
し
た
小
林
に
と

っ
て
'

そ
の
存
在
は
た
い
へ
ん
大
き
な
も
の
と
な
る
｡
こ
の
文
章
で
は
前

置
き
に
'
混
沌
と
し
た
日
本
の
現
代
文
学
が
外
国
人
に
は
理
解
し

難
い
こ
と
'
西
洋
文
学
の
影
響
が
古
来
の
文
学
的
伝
統
に
接
ぎ
木

さ
れ
独
特
な
文
学
形
式
と
な

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
｡
ま
た
'

西
洋
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
受
容
し
た
作
家
た
ち
も
依
然
抜
き
難
い
封

建
性
を
抱
え
て
い
た
と
し
て
､
近
代
文
学
の
脆
弱
な
基
盤
を
指
摘
'

ゆ
え
に
そ
れ
は
社
会
を
対
象
と
す
る
大
き
さ
を
持
ち
え
な
か
っ
た

と
す
る
｡
そ
の
代
わ
り
'
日
常
生
活
を
繊
細
な
感
性
で
描
く
独
自

の
小
説
形
式
が
発
達
し
て
お
り
'
志
賀
を
そ
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と

し
た
｡
特
に
創
作
と
実
生
活
の
完
壁
な
調
和
が
示
さ
れ
た
小
説
｢和

解
｣
は
､
世
界
中
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
'
そ
の
内
容

に

つ
い
て
説
明
を
加
え
る
｡
さ
ら
に

｢
私
小
説
論
｣
(昭

10

･
5
)
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で
も
引
い
た
志
賀
の
言
英
l
t
)
を
掲
げ
た
上
'
そ
の
短
編
を
日
本
の

伝
統
的
美
術
品
に
喰
え
る
｡

最
後
に
'
志
賀
の
芸
術
は
'
日
本
社

会
の
理
解
を
期
待
す
る
読
者
に
失
望
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
､

日
本
人
が
備
え
る
美
的
感
性
や
実
践
精
神
な
ど
を
知
る
に
は
最
良

で
あ
る
と
記
す
｡

短
い
な
か
で
､
西
洋
文
学
の

(社
会
化
し
た
私
)
と
日
本
の
私

小
説
を
比
較
す
る

｢私
小
説
論
｣
の
モ
チ
ー
フ
､
お
よ
び
小
林
の

一
貫
し
た
志
賀
観
I

｢行
動
の
人
｣
(
｢志
賀
直
哉
｣
)
-

が
端

的
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で

｢
和
解
｣
の
な
か
で
'
父
子
の

葛
藤
を
措
く
小
説
に
代
え
て
急
ぎ
完
成
し
た
作
品
と
あ
る
の
が
､

実
際
同
年
に
発
表
さ
れ
た

｢赤
西
璃
太
｣
と
目
さ
れ
て
い
る
｡
そ

れ
ゆ
え
こ
の
作
品
も
ま
た
'
多
く
は
志
賀
の
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
の
意
味
で
'
小
林

の
紹

介
文
と
掲
載
作
晶
が
有
機
的
な
関
係
を
結
ぶ
可
能
性
も
な
い
わ
け

で
は
な
か

っ
た
｡

一
方
で
､
伊
達
騒
動
を
題
材
と
す
る
こ
の
作
品
は
'
講
談
を
種

本
と
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
'
一_5
'内
容
も
大
衆
小
説
的
な
要
素
を
豊

富
に
備
え
て
い
る
｡
た
と
え
ば

､
腸
捻
転
を
自
分
で
切
腹
し
て
治

す
と
い
う
豪
傑
蛸
太
の
姿
は
'
先
に
見
た
杉
山
の
概
説
に
も
あ

っ

た
､
時
代
物
の
英
雄
像
に
重
な
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
誌
面
に
は
､
丁

髭
の
蛸
太
や
着
物
姿
の
小
江
な
ど
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

結
局
の
と
こ
ろ
､
翻
訳
テ
キ
ス
ト
か
ら
受
け
る
印
象
の
多
く
は
'

義
理
人
情
を
描
く
大
衆
文
学
的
娯
楽
性
や
､
八街
物
)
的

エ
キ
ゾ
チ

シ
ズ
ム
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
｡
文
学
作
品
の
翻
訳
紹
介
は
'

成
功
/
失
敗
の
二
分
法
で
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
発
信
者

の
意
図
や
作
品
固
有
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
'
作

家
の
､
あ
る
い
は
日
本
文
学
の
持

つ
別
の
側
面
が
浮
上
す
る
可
能

性
は
､
常
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
｡
す
ぐ
後
で
小
林
は
'
｢志
賀
さ
ん

を
西
洋
人
に
分
ら
せ
る
な
ん
て
､
難
中
の
難
｣
､
｢
や
は
り
日
本
の

文
学
に
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
｣
と
発
言
し
て
い
る
｡
一_6
一過
去

の
歴
史
に
お
い
て
文
化
交
流
の
場
に
投
じ
ら
れ
た
文
学
テ
キ

ス
ト

の
姿
は
'
こ
の

(難
)
な
る
も
の
と
い
う
自
閉
的
な
認
識
を
逆
照

射
し
て
く
る
こ
と
で
､
文
学
表
象
に
対
す
る
よ
り
多
元
的
な
分
析

へ
と
私
た
ち
を
導
く
よ
う
に
思
う
の
だ
｡

*
*
*
*
*
*

以

上
の
よ
う
な
事
象
と
問
題
性
は
'
同
時
期
に
お
け
る
他
の
文

化
紹
介
は
も
と
よ
り
､
文
化
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
根
強
く
残
る
現
代

に
お
い
て
も
'
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
だ
｡
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
'
文
化
の
移
出
入
を
支
え
た

諸
要
因

･
諸
言
説
に

つ
い
て
検
証
し

っ
つ
'
そ
れ
ら
が
実
際
の
表

象

･
テ
キ
ス
ト
と
切
り
結
ぶ
関
係
を
見
極
め
る
こ
と
で
'
過
去
の

事
象
が
有
し
て
い
た
可
能
性
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

そ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
こ
そ
'
あ
る
べ
き
文
化
交
流
の
姿
-

た
と
え
そ
の
概
念
の
消
去
な
い
し
は
根
本
的
な
変
更
が
目
標
と
な
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る

に

し

て
も
ー

が

見

え

て
く

る

の
で
は
な

い
だ

ろ

う

か
｡

【
注
】

(
1
)
｢
復
刻
版

N
IP
P
O
N
｣
(
第

一
期

～
第
三
期
)
(金
子
隆

一
監
修
､
国

書
刊
行
会
'
平

14
-
17
)
｡
雑
誌
に
関
し

て
は
､
白
山
異
理

r
名
取
洋
之
助

の
仕
事

一
九
三

一
～
一
九
四
五
｣
(
｢
復
刻
版

N
ZP
P
O
N
別
冊
し
､
国
書
刊
行

会
'
平

17

･

11
所

収
)
､
白
山

･
堀
宜
雄
編

『
名
取
洋
之
助
と
日
本
工
房

[
19
3
)･4
5
]
展
覧
会
図
録
』
(
毎
日
新
聞
社
'
平

1

･
2
)
な
ど
を
主
に

参
照
し
た
｡

(
2
)
｢
現
代
日
本
文
学

の
翻
訳

･
普
及
事
業
｣

H
p

(h
ttp
‥＼＼w
w
w
.jtp
p
.

jp
fin
d
ex
.htm
t)
よ
り
｡

(
3
)
同
会
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
と
し
て
､
芝
崎
厚
士

『
近
代
日
本
と
国

際
文
化
交
流
-

国
際
文
化
振
興
会
の
創
設
と
展
開
』
(有
侶
堂
高
文
社
'

平

11
･
8
)｡

(

4
)
戦
前
の
日
本
ペ
ン
倶
楽
部
に

つ
い
て
は
'
『
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
三
十

年
史
』
(
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
'
昭

42
･
3
)
'
『
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
五
十
年
史
』

(
同
'
昭

62
･
l
)
を
参
照
｡
な
お
当
時
の
対
外
文
学
紹
介

の

1
端
に

つ
い

て
は
'
拙
論

r.K
o
b
o
r
o
(L
e
p
a
u
vt
e
C
a

zLt
d
e

sL
o
LZZZZ7e
S)
.
(
仏
訳
『
ニ
ー

ろ
』
)
出
版
の

周
辺
-

国
際
文
化
交
流

に

お

け

る
文
学
-

｣
(
｢
日
本
近
代

文
学
｣
､
平

19

･
5

)
で
も
考
察
し
て
い
る
｡

(
5
)
『
写
真

の
読
み
か
た
』
(
岩
波
新
書
､
昭

ZS
･
l
)､

138
･
139
貢

｡

(
6
)
｢
｢
日
本
工
房
L
創
設
か
ら

｢
国
際
報
道
工
芸
｣
解
散
ま
で
｣
(
日
本

工
房
の
会
『
先
駆
の
青
春

名
取
洋
之
助
と
そ
の
ス
タ

ッ
フ
た
ち

の
記
録
』
'

昭

55

･
1
所
収
､
r
復
刻
版

N
ZP
P
O
N
別
冊
｣
に
収
録
)
｡

(
7
)
以
下
邦
題
は
､
r
復
刻
版

N
ZP
P
O
N

別
冊
｣
中
の

r
N
tP
P
O
N
総

目
次
｣
を
参
考
に
し
た
｡

(
8
)
三
神
英
彦

『
わ
が
ま
ま

い
っ
ぱ

い
名
取
洋
之
助
』
(
ち
く
ま
文
庫
'

平

4
･
5
)
･

1-8
頁
｡

(
9
)
｢若
い
太
陽
と
赤

い
夕
陽
｣
(『
先

駆

の
青
春
』
所
収
t
r
復
刻
版

N
ZP
P
O
N
別
冊
｣
に
収
録
)
｡

(
10
)
そ
の
批
判
的
考
察
と
し
て
､
米
村
み
ゆ
き

『
宮
沢
賢
治
を
創

っ
た
男

た
ち
』
(青
弓
社
'
平

15

･
12
)
が
あ
る
｡

(
1
)
J

ap
oDetJeSa
.a
utoD
ZLZe
(『
秋

の
日
本
』
､
)

8
8
9
)
に
収
録
｡
な

お
'

芥
川
の

参
照
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
､
笠
井
秋
夫

『
芥
川
龍
之
介
作
品

研
究
』
(
双
文
社
出
版
'
平

5

･
5
)
に
詳
し
い
｡

(
ほ
)
ロ
テ
ィ
に
よ
る
近
代

日
本

の
記
述
を
め
ぐ

つ
て
は
､
遠
藤
文
彦

『
ピ

エ
ー
ル

･
ロ
チ

珍
妙
さ

の
美
学
』
(
法
政
大
学
出
版
局
､
平

13

･
4
)
を

参

照
さ
れ
た
い
｡

(
ほ
)
引
用
は
'
『
日
本
近
代
文
学
大
系
第

38
巻
芥
川
龍
之
介
集
』
(角
川
書

店
､
昭

45

･
2
)
よ
り
｡

(
14
)
r
夢
殿

の
救
世
観
音
を
見
て
ゐ
る
と
'
そ
の
作
者
と
い
ふ
や
う
な
事

は
全
く
浮
ん
で
来
な

い
｡
(
-
)
文
芸

の
上
で
若
し
私
に
そ
ん
な
仕
事
で
も

出
来
る
こ
と
が
あ

っ
た
ら
､
私
は
勿
論
そ
れ
に
自
分

の
名
な
ど
を
冠
せ
よ
う
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と
は
恩
は
な
い
だ
ら
う
｣
｡
小
林
は
'
｢
私
小
説
理
論
の
究
極
が
､
こ
れ
程
美

し
い
言
葉
で
要
約
さ
れ
た
事
は
嘗
て
無
か

つ
た
｣
と
す
る

(
引
用
は

『
小
林

秀
雄
全
集
第
三
巻
』
(新
潮
社
､
平

13
･
12
)
よ
り
)
｡

(
15
)
錦
城
欝
典
山

r
…
…
蒲
倉
仁
兵
衛
｣
(
｢
文
芸
倶
楽
部
｣
増
刊
'
大

2
･

7
)｡
な
お
､
典
拠
と
の

比

較
に

つ
い
て
は
､
水
洞
幸
夫

｢
｢赤
西
塀
太
｣
論

1

大
正
六
年
の
志
賀
直
哉
素
描
I

J
(
r
金
沢
大
学
文
学
部
論
集

(
文
学

科
篇
)
｣
､
昭

63
･
2
)
な
ど
｡
ま
た
､
永
井
等
久

｢
(志
賀
直
哉
)
､
昭
和
三

年
-

｢赤
西
域
太
｣
へ
の
恋
-

｣
(
｢
昭
和
文
学
研
究
｣
､
平

17
･
3
)
は
'

先
の
志
賀
の
言
葉
に
も
触
れ

な
が
ら
､
い
わ
ゆ
る
文
学
性
を
志
向
す
る
作
家

の
自
注
と
､
講
談
に
由
来
す
る
作
品
の
大
衆
性
と
の
力
学
関
係
に

つ
い
て
詳

述
し
て
い
る
｡

(
16
)
座
談
会

｢
志
賀
直
哉

の
人
と
芸
術
｣
(
｢
文
芸
｣
､
昭

13

･
1
)
で
の

発
言
｡

※
本
稿

の
作
成
に
あ
た
り
'
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金

(
特
別

研
究
員
奨
励
費
)
の
助
成
を
受
け
た
｡

(や
ま
も
と

り
よ
う
す
け

本
学
准
教
授
)
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