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序　言

序
　
言

い
ま
︑「
人
文
学
」
は
危
機
を
迎
え
て
い
る
︑
と
い
う
︒
そ
し
て
︑「
人
文
学
の
危
機
︵crisis of the hum

anities

︶」

は
︑
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
︑
欧
米
に
お
い
て
も
盛
ん
に
叫
ば
れ
て
お
り
︑
学
問
世
界
の
現
状
と
未

来
を
憂
え
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
︒

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
二
〇
一
三
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
が
︑「
大
学
入
学
時
に
人
文
学
を
専
攻
す
る
こ

と
を
希
望
し
て
い
た
学
生
の
五
七
％
が
最
終
的
に
は
他
学
部
を
選
ぶ
」
と
い
う
「
人
文
学
の
敗
北
」
状
況
を
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︶
は
人
文
学
・
社
会
科
学
が
果
た
す
べ
き
教

育
目
的
と
し
て
「
1
︑
二
十
一
世
紀
の
民
主
主
義
を
成
功
と
繁
栄
に
導
く
た
め
の
知
識
︑
技
能
︑
理
解
を
養

う
︒
2
︑
革
新
的
で
競
争
力
の
あ
る
強
力
な
社
会
を
育
成
す
る
︒
3
︑
世
界
を
つ
な
ぐ
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

国
民
に
培
う
」
こ
と
を
あ
げ
︑
人
文
・
社
会
科
学
を
危
機
か
ら
救
い
出
す
べ
く
︑
未
来
へ
の
戦
略
的
ビ
ジ
ョ

ン
を
提
言
し
て
い
る
︵The H

eart of the M
atter: The H

um
anities and Social Sciences. For a Vibrant, C

om
petitive, and 

sam
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︶︒
そ
し
て
日
本
で
も
ま
た
︑
人
文
社
会
科
学
系
の
大
学
の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
だ
と
い
う
発

言
が
昨
今
続
い
て
い
る
︒

し
か
し
そ
れ
で
は
改
め
て
「
人
文
学
」
と
は
何
か
︑
と
問
う
と
き
︑
そ
の
答
え
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
︒「
人
文
学
」
と
い
う
こ
と
ば
と
概
念
は
︑
少
な
く
と
も
日
本
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て

は
近
代
以
降
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
の
浅
い
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
日
本
の
大
学
の
学
部
と

し
て
「
人
文
学
部
」
と
い
う
名
称
が
現
れ
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
︵
安
酸
敏
眞
『
人
文
学
概
論

︱
新
し
い
人

文
学
の
地
平
を
求
め
て
』︶︒「
人
文
学
部
」
と
「
文
学
部
」
と
に
は
い
か
な
る
違
い
が
あ
る
の
か
︒「
人
文
学
」
や

「
文
学
」
と
「
社
会
科
学
」
と
は
截
然
と
分
け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
︑
分
け
る
べ
き
も
の
な
の
か
︒
そ
も
そ
も

「
人
文
学
」
と
は
︑
あ
る
い
は
「
文
学
」
と
は
何
で
あ
り
︑
い
ま
私
た
ち
は
い
か
な
る
危
機
に
面
し
て
い
る
と

い
う
の
か
︒

も
ち
ろ
ん
︑「
人
文
」
と
い
う
語
に
は
︑
長
い
歴
史
が
あ
る
︒
そ
れ
は
古
く
中
国
古
典
の
『
易
経
』
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
︑
そ
こ
に
は
︑「
人
文
」
と
い
う
語
が
「
天
文
」
と
対
を
な
す
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑「
天
」
の
「
文
」
に
対
し
て
「
人
」
の
「
文
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑「
人
文
」
と

は
︑「
天
文
」︵
自
然
現
象
︶
に
対
し
て
︑
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
現
象
︑
人
間
が
生
み
出
す
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
や
こ
と
︑
い
わ
ば
文
化
の
総
体
を
さ
す
語
と
し
て
み
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
『
易
経
』
の
例
が
示
す
よ
う
に
︑
東
ア
ジ
ア
の
文
化
史
に
お
い
て
︑「
文
」
は
人
間
の
営
み
に
関
わ
る

最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
れ
は
︑
現
代
に
お
け
る
「
人
文
学
」
や
「
文
学
」
と
イ
コ
ー

ル
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
近
代
に
至
り
︑
西
洋
文
明
と
出
会
い
︑
外
来
の
「
文
学
」
あ
る
い
は
「
人
文
学
」
と
い
っ
た

こ
と
ば
が
日
本
の
学
術
世
界
に
入
り
込
む
の
と
引
き
替
え
に
︑
そ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
知
や
文
化
を
含
む
概

念
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
文
」
は
急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
︒
替
わ
っ
て
近
代
日
本
に
新
た
に
立
ち

現
れ
た
「
文
学
」
と
は
︑
中
国
文
明
や
漢
文
学
を
排
除
し
︑
差
異
化
し
て
︑「
日
本
」
固
有
の
︑
主
と
し
て

「
か
な
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
文
学
」
の
系
譜
と
し
て
意
識
的
に
創
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
ま
た
︑
そ
の
「
日
本
」
国
民
に
と
っ
て
の
「
文
学
」
作
品
を
抽
象
的
に
取
り
出
し
て
系
譜
化
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
る
︒
し
か
し
い
ま
一
般
に
「
日
本
文
学
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
︑「
日
本
」
と
︑
そ
れ
に
符
合
す
る
カ

ノ
ン
と
し
て
創
造
・
想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
広
く
了
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
に

も
か
か
わ
ら
ず
一
方
で
は
︑「
人
文
学
」
や
「
文
学
」
は
現
代
で
は
役
に
立
た
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
︑
不
要

不
急
の
も
の
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︑
こ
の
二
重
に
も
三
重
に
も
誤
解
が
積
み
重
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
現
況
こ
そ
が
危
機
的
状
態
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
我
々
は
い
ま
こ
そ
こ
の
危
機
を
改
め
て
正
視
す

べ
き
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
こ
の
危
機
を
放
置
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
画
期
と
し
て
︑「
文
学

史
」
を
書
き
替
え
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
そ
の
︑
新
た
な
︑
真
の
︑
日
本
の
知
と
文

化
の
歴
史
︑
そ
れ
は
「
文
」
と
い
う
概
念
を
柱
と
し
て
こ
そ
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
︒
本

sam
ple
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書
の
企
画
は
こ
う
し
た
「
危
機
感
」
と
「
希
望
」
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
日
本
に
お
い
て
「
文
」
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
︑
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
か
︒

ま
た
︑
中
国
の
「
文
」
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
日
本
の
「
文
」
を
規
定
し
︑
日
本
の
「
文
」
は
そ
こ
か
ら

ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
た
の
か
︒

西
洋
の
「literature

」
と
出
会
い
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
「
上
書
き
」
さ
れ
︑
今
へ
と
続
く
「
文
学
︵
ブ
ン
ガ

ク
︶」
よ
り
以
前
︑
日
本
に
は
果
た
し
て
い
か
な
る
「
文
学
」
世
界
が
あ
っ
た
の
か
︒

本
書
は
︑
日
本
に
お
け
る
「
文
」
の
世
界
を
︑
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
変
革
」
と
と
も
に

改
め
て
捉
え
直
し
︑
日
本
に
お
け
る
「「
文
」
の
概
念
史
」︑
す
な
わ
ち
「
文
」
を
め
ぐ
る
知
の
歴
史
を
︑
新

た
に
「
日
本
「
文
」
学
史
」
と
し
て
構
築
し
︑
発
信
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒
東
ア
ジ
ア
の
伝
統

的
な
「
文
」
の
概
念
は
︑
現
在
︑
そ
し
て
未
来
の
「
文
」
の
世
界
と
い
か
に
関
わ
り
︑
い
か
な
る
役
割
を
担

い
う
る
の
か
︑
過
去
を
ふ
ま
え
︑
現
在
を
と
ら
え
︑
将
来
を
も
見
通
し
た
展
望
を
提
起
し
て
み
た
い
︒

す
な
わ
ち
︑
狭
義
の
「
文
学
」「
史
学
」「
哲
学
」
と
い
っ
た
学
問
分
野
の
枠
組
み
を
い
っ
た
ん
取
り
払
い
︑

ま
た
︑
日
本
の
現
象
を
東
ア
ジ
ア
の
視
野
に
ひ
ら
き
︑
い
ま
一
度
︑
日
本
の
「
文
」
が
た
ど
っ
て
き
た
道
の

り
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
「
文
」
と
い
う
概
念
の
意
義
あ
る
い
は
可
能
性
を
再
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
い
ま
世
界
に
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
「
人
文
学
の
危

機
」
へ
の
一
つ
の
回
答
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
︒「
日
本
「
文
」
学
史
」
を
考
え
る
こ
と
の
有
効
性
を
ひ
ろ

く
問
い
か
け
て
み
た
い
︒
こ
れ
が
本
書
の
問
題
意
識
の
原
点
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
日
本
に
お
け
る
「
文
」
の
由
来
と
︑
前
近
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
変
化
を
ご
く
大
ま
か
に

見
渡
し
て
お
く
な
ら
ば
︑
日
本
に
お
い
て
「
文
」
は
︑
先
に
あ
げ
た
『
易
経
』
の
説
の
よ
う
な
︑
中
国
の

学
術
文
化
︑
漢
字
漢
文
文
化
の
強
い
影
響
の
も
と
に
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
例
え
ば
日

本
最
初
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
の
序
文
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
神
武
建
国
以
来
の
「
文
」
の
展
開
が
︑「
文
」
字
︑

「
文
」
献
︑「
文
」
明
︑「
文
」
人
・「
文
」
士
︑「
文
」
学
と
い
う
︑
ひ
ろ
く
包
括
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
捉

え
ら
れ
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
当
然
こ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒

教
育
制
度
か
ら
み
て
も
︑
古
代
の
大
学
寮
に
お
い
て
は
︑
文
章
道
・
紀
伝
道
が
明
経
道
や
明
法
道
な
ど
と

並
び
︑
国
家
社
会
を
支
え
る
学
問
と
し
て
大
き
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
十
九
世
紀
以
降
は

西
洋
の
教
育
制
度
の
影
響
に
よ
り
︑
そ
れ
ま
で
経
世
・
経
国
の
主
要
な
一
基
盤
を
な
し
て
い
た
「
文
」
の
概

念
と
構
造
が
解
体
さ
れ
︑
近
代
の
新
た
な
大
学
・
学
校
に
お
け
る
各
専
門
学
科
に
振
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
︒

同
様
の
現
象
︑
変
化
は
︑
書
物
の
世
界
に
も
み
と
め
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
初
唐
に
編
纂
さ
れ
た
『
芸
文
類

聚
』
は
︑
日
本
で
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
類
書
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
「
文
」
を
集
め
類
別
群
分
し
た
百
科
事

sam
ple
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典
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
︑
い
わ
ば
「
文
」
に
よ
る
総
合
知
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ

に
示
さ
れ
た
「
文
」
に
よ
る
世
界
観
︑「
文
」
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
世
界
観
は
︑
現
代
の
五
十
音
引
き
︑
あ

る
い
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
の
百
科
事
典
に
は
継
承
さ
れ
ず
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
︒

ま
た
︑
書
物
を
整
理
し
管
理
す
る
目
録
に
つ
い
て
み
る
と
︑
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
︑「
文
」
は

中
国
伝
統
の
「
経
︑
史
︑
子
︑
集
」
の
四
部
分
類
を
基
本
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
共
通
に
行
わ
れ
て
い
た

が
︑
明
治
以
後
︑
欧
米
の
学
問
体
系
が
摂
取
さ
れ
る
過
程
で
︑
そ
れ
ま
で
の
︑
人
類
の
知
を
総
合
的
に
包
括

す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
文
」
の
概
念
は
表
舞
台
か
ら
降
ろ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
も
う
一
点
︑
注
意

し
た
い
の
は
︑
近
代
以
降
の
図
書
目
録
に
お
い
て
︑「
洋
書
」「
国
書
」「
漢
籍
」
と
言
語
に
よ
る
分
類
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑「
和
文
」「
漢
文
」「
和
漢
文
」
に
よ
る
書
物
を
蓄
積
し
て
き
た
日

本
語
の
環
境
に
お
い
て
は
︑
学
知
の
体
系
の
基
本
を
転
換
し
て
し
ま
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
例
え
ば
︑「
和

文
学
︵
国
文
学
／
日
本
文
学
︶」
と
「
漢
文
学
」
を
別
の
分
類
に
切
り
分
け
て
い
る
の
は
︑
実
は
不
可
能
な
こ
と

を
︑
可
能
で
あ
る
か
の
ご
と
く
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
そ
れ
で
は
︑
い
ま
我
々
は

何
を
ど
う
す
べ
き
な
の
か
︒

学
問
の
体
系
︑
知
の
枠
組
み
と
い
う
も
の
は
︑
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
つ
ね
に
変
化
︑
展
開
を
続
け

て
い
る
︒
本
書
は
︑
い
た
ず
ら
に
伝
統
に
固
執
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
い
た
ず
ら
に
現
代
を
否
定
す

る
も
の
で
も
な
い
︒
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
過
去
を
ふ
ま
え
︑
現
在
を
み
す
え
︑
将
来
の
方
向
を
考

え
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
︒

本
書
は
︑「
文
」
を
め
ぐ
る
最
も
大
き
な
変
化
︑
転
向
は
近
代
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
据
え
つ
つ
︑

近
代
以
降
︑
忘
れ
去
ら
れ
︑
あ
る
い
は
見
捨
て
ら
れ
て
き
た
︑
漢
文
の
み
な
ら
ず
和
文
を
も
含
む
さ
ま
ざ
ま

な
「
文
」
を
す
く
い
出
し
︑
改
め
て
「
文
」
と
「
文
」
を
取
り
巻
く
世
界
の
全
体
像
に
向
き
合
っ
て
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
総
合
的
か
つ
体
系
的
に
「
文
」
の
概
念
と
そ
の
変
遷
を
捉
え
︑「
日
本
「
文
」
学
史
」
と
し

て
︑
日
本
の
文
化
︑
社
会
史
の
新
た
な
見
取
り
図
と
今
後
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
︒
そ
の
た
め
の
有
効
な
手
引
き
と
な
る
よ
う
︑
本
書
は
次
の
三
冊
に
よ
っ
て
構
成
す
る
︒

▽『
日
本
「
文
」
学
史
』 A N

ew
 H

istory of Japanese “ Letterature”

　
第
一
冊　
「
文
」
の
環
境
︱
「
文
学
」
以
前

　
第
二
冊　
「
文
」
と
人
び
と

︱
継
承
と
断
絶

　
第
三
冊　
「
文
」
か
ら
「
文
学
」
へ

︱
東
ア
ジ
ア
の
文
学
を
見
直
す

英
文
タ
イ
ト
ル
の“ Letterature”

は
︑
本
書
が
追
究
し
よ
う
と
す
る
「
文
」
の
含
意
を
表
す
た
め
に
新
た

に
考
え
出
し
た
語
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
︑
十
八
世
紀
ま
で
は
︑
ま
さ
に
東
ア
ジ

ア
の
「
文
」
に
相
当
す
る
︑
広
く
学
問
な
ど
の
意
を
も
含
む“ Letters”

と
い
う
語
と
概
念
が
あ
っ
た
も
の

sam
ple
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序　言

の
︑
そ
れ
は
や
が
て
︑
十
九
世
紀
以
後
に
作
ら
れ
た
新
た
な
大
学
制
度
の
枠
組
み
と
と
も
に
出
現
し
た
狭
義

の
「
歴
史
学
」「
文
学
」︵literature

︶「
哲
学
」
と
い
っ
た
各
分
野
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑

“ Letterature”

な
る
造
語
は
︑
現
在
で
は
〝
文
学
︵literature

︶〟
と
い
う
語
の
陰
に
隠
れ
︑
も
は
や
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
「
文
」
を
言
い
表
す
の
に
は
︑
最
適
の
訳
語
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
第
一
冊
「「
文
」
の
環
境

︱
「
文
学
」
以
前
」
は
︑「「
文
学
」
以
前
」︑
す
な
わ
ち
前
近
代
に
お

け
る
日
本
の
「
文
」
が
い
か
な
る
環
境
の
も
と
で
︑
い
か
な
る
世
界
を
形
成
し
て
い
た
か
を
︑
と
く
に
「
和

漢
／
漢
和
」
と
い
う
点
に
重
心
を
置
い
て
描
き
出
す
︒
な
お
︑
冒
頭
に
は
日
本
お
よ
び
中
国
の
「
文
」
の
概

念
に
関
す
る
総
論
を
置
き
︑
本
書
の
問
題
意
識
の
所
在
を
示
し
て
い
る
︒
全
体
は
︑
各
論
の
柱
と
な
る
章
に

加
え
︑
具
体
的
象
徴
的
な
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
う
コ
ラ
ム
よ
り
成
る
︒

続
く
︑
第
二
冊
「「
文
」
と
人
び
と

︱
継
承
と
断
絶
」
は
︑「
文
」
と
人
び
と
と
の
関
わ
り
を
通
史
的
に

な
が
め
︑
日
本
「
文
」
学
史
を
貫
く
も
の
︵
＝
「
継
承
」︶
と
と
も
に
︑
従
来
の
歴
史
区
分
と
は
異
な
る
角
度
か

ら
変
化
や
転
換
︵
＝
「
断
絶
」︶
を
照
ら
し
出
し
て
い
く
︒

そ
し
て
︑
第
三
冊
「「
文
」
か
ら
「
文
学
」
へ

︱
東
ア
ジ
ア
の
文
学
を
見
直
す
」
は
︑
西
洋
の
概
念
や
学

問
と
出
会
い
︑「
近
代
化
」
に
向
か
っ
た
日
本
の
「
文
」
か
ら
「
文
学
」
へ
の
移
行
を
︑
東
ア
ジ
ア
全
体
の
問

題
と
し
て
位
置
付
け
︑
現
在
に
至
る
「
文
学
」
の
意
味
を
改
め
て
問
う
︒

以
上
三
冊
を
通
し
て
︑
本
書
は
︑「
文
」
を
め
ぐ
る
複
数
の
観
点
か
ら
日
本
の
「
文
」
学
史
を
捉
え
直
し
︑

東
ア
ジ
ア
の
「
文
」
の
古
典
世
界
や
西
洋
の
「
人
文
学
」
と
の
関
係
も
含
め
て
︑
日
本
の
「
文
」
の
世
界
の

実
相
と
意
義
を
追
究
す
る
も
の
と
し
た
い
︒

本
書
が
︑
幅
広
い
読
者
の
目
に
触
れ
︑「
日
本
「
文
」
学
史
」
の
魅
力
を
少
し
で
も
多
く
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
︑
編
者
に
と
っ
て
は
望
外
の
喜
び
で
あ
る
︒

　
二
〇
一
五
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

於 

ソ
ウ
ル
・
東
京

W
iebke D

EN
EC

K
E

河
野
貴
美
子　
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序
　
言 

W
iebke D

EN
ECK

E

／
河
野
貴
美
子
￤

（１）

第
一
章 

W
iebke D

EN
ECK

E

￤
1

「
文
」
の
概
念
を
通
し
て
日
本
「
文
」学
史
を
ひ
ら
く

い
ま
な
ぜ
「
日
本
「
文
」
学
史
」
が
必
要
な
の
か
︒「
文
学
」
と
「
文
」
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒「
文
学
」
の
概
念
と
枠
組

み
を
超
え
て
「
日
本
「
文
」学
史
」
の
構
築
を
試
み
る
本
書
の
狙
い
と
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
掲
げ
る
︒

第
二
章 

渡
邉
義
浩
￤
41

古
代
中
国
に
お
け
る
「
文
」
の
概
念
の
展
開

「
日
本
「
文
」
学
史
」
を
考
え
る
基
点
と
し
て
︑
古
代
中
国
に
お
け
る
「
文
」
の
概
念
に
つ
い
て
み
る
︒
中
国
の
社
会
「
環
境
」

に
お
い
て
︑「
文
」
は
儒
教
と
い
か
な
る
関
係
を
結
び
な
が
ら
展
開
し
た
の
か
︑
そ
の
動
態
を
と
ら
え
る
︒

￤
も
く
じ
￤

sam
ple



もくじ

（13） （12）

第
三
章 

陣
野
英
則
￤
69

「
文
」
の
思
想
︱
和
文
に
関
す
る
思
想
の
萌
芽
を
め
ぐ
っ
て

日
本
に
お
い
て
︑「
文
」
に
対
す
る
意
識
は
い
か
に
芽
生
え
︑
展
開
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
と
に
︑
和
文
が
生
成
︑
展
開

し
て
い
く
貴
族
社
会
と
い
う
「
環
境
」
に
お
け
る
「
文
」
へ
の
自
覚
と
思
考
︑
思
想
の
萌
し
を
追
っ
て
み
る
︒

第
四
章 

新
川
登
亀
男
￤
97

「
文
」
と
非
「
文
」
の
世
界

「
文
」
の
世
界
は
︑
そ
の
一
方
に
あ
る
「
文
」
の
な
い
世
界
や
「
文
」
で
な
い
世
界
︑
い
わ
ば
非
「
文
」
の
世
界
と
と
も
に
存
在

す
る
︒
古
代
日
本
に
お
け
る
「
文
」
の
世
界
の
発
生
と
意
義
を
︑
非
「
文
」
の
世
界
と
の
関
係
か
ら
探
る
︒

◉
コ
ラ
ム
1
　
木
簡
と
「
文
」
￤
市
　
大
樹
￤
143

第
五
章 

佐
々
木
孝
浩
￤
147

モ
ノ
と
し
て
の
「
文
」︱
日
本
の
書
物
の
形
態
と
内
容
の
相
関
関
係
に
つ
い
て

「
文
」
を
取
り
巻
く
環
境
の
一
事
例
と
し
て
︑「
文
」
は
い
か
な
る
モ
ノ
に
記
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
ら
が
あ
る
︒

「
文
」
を
載
せ
る
モ
ノ
と
︑
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
「
文
」
と
の
関
係
に
注
目
し
︑
モ
ノ
と
し
て
の
「
文
」
に
つ
い
て
考
え
る
︒

◉
コ
ラ
ム
2
　
絵
と
文
字
￤
黒
田
　
智
￤
175

第
六
章 

住
吉
朋
彦
￤
179

目
録
と
文
庫

「
文
」
と
「
文
」
に
関
わ
る
情
報
を
体
系
的
に
整
理
︑
提
示
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
目
録
︑
ま
た
書
物
を
集
積
︑
管
理
す
る
場

と
し
て
の
文
庫
を
取
り
あ
げ
︑
そ
の
歴
史
的
意
義
と
と
も
に
現
代
に
お
よ
ぶ
価
値
を
改
め
て
問
う
︒

第
七
章 

河
野
貴
美
子
￤
194

「
文
」
と
リ
テ
ラ
シ
ー
の
基
礎

古
代
中
世
の
日
本
に
お
い
て
読
み
書
き
の
能
力
︑
す
な
わ
ち
リ
テ
ラ
シ
ー
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
習

得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
学
問
と
し
て
の
「
文
」
に
つ
い
て
︑
教
育
︑
学
習
の
場
か
ら
考
え
る
︒

◉
コ
ラ
ム
3
　
辞
書
・
幼
学
書
・
類
書
・
注
釈
￤
河
野
貴
美
子
￤
230

◉
コ
ラ
ム
4
　
大
学
寮
￤
水
口
幹
記
￤
235

◉
コ
ラ
ム
5
　
寺
院
の
教
育
︱
僧
尼
志
願
者
の
「
文
」習
得
￤
勝
浦
令
子
￤
242

sam
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第
八
章 

榎
本
淳
一
￤
248

「
文
」
と
社
会
①
︱
社
会
階
層
と
「
文
」

日
本
の
「
文
」
は
︑
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
と
い
か
に
関
わ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
古
代
日
本
に

お
け
る
社
会
の
各
階
層
︑
集
団
と
「
文
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

第
八
章 

神
野
藤
昭
夫
￤
271

「
文
」
と
社
会
②
︱
女
性
と
「
文
」

日
本
の
「
文
」
と
社
会
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
︑
特
筆
す
べ
き
は
「
文
」
に
関
わ
る
女
性
の
存
在
で
あ
る
︒
女
性
に
と
っ

て
「
文
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
女
性
の
「
文
」
と
「
漢
」
と
の
関
係
を
含
め
て
再
考
す
る
︒

◉
コ
ラ
ム
6
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
と
文
￤
緑
川
真
知
子
￤
295

第
九
章 

後
藤
昭
雄
￤
302

経
国
の
「
文
」①
︱
文
体
が
担
う
社
会
的
機
能

か
つ
て
日
本
の
国
家
お
よ
び
そ
の
政
治
環
境
に
お
い
て
︑「
文
」
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
オ
フ
ィ

シ
ャ
ル
な
場
面
に
用
い
ら
れ
た
「
文
」
の
機
能
を
︑
各
種
異
な
る
文
体
の
別
を
通
し
て
考
え
る
︒

◉
コ
ラ
ム
7
　
外
交
と
文
￤
高
松
寿
夫
￤
334

第
九
章 

滝
川
幸
司
￤
338

経
国
の
「
文
」②
︱『
典
論
』「
論
文
」
の
受
容
と
勅
撰
集
の
成
立

日
本
初
の
勅
撰
集
『
凌
雲
集
』
の
序
は
「
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
」︵
魏
文
帝
︶の
一
文
を
引
く
︒「
文
章
」

と
「
経
国
」
は
い
か
に
関
わ
る
も
の
な
の
か
︒
嵯
峨
朝
に
始
ま
る
勅
撰
集
編
纂
の
意
図
と
実
情
を
再
検
証
す
る
︒

第
十
章 

川
尻
秋
生
￤
378

文
の
場
︱「
場
」
の
変
化
と
漢
詩
文
・
和
歌
・「
記
」

「
文
」
は
︑
行
事
や
儀
礼
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
定
の
場
に
お
い
て
も
重
要
な
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
場

の
時
代
的
推
移
と
と
も
に
「
文
」
が
担
っ
た
役
割
や
意
義
に
も
変
化
が
み
え
る
︒「
文
」
と
場
の
多
様
な
相
互
関
係
を
追
う
︒

◉
コ
ラ
ム
8
　
儒
教
の
場
と
「
文
」
￤
水
口
幹
記
￤
405

◉
コ
ラ
ム
9
　
仏
教
の
場
と
「
文
」　
平
安
京
か
ら
長
安
へ

︱
実
恵
の
青
龍
寺
あ
て
書
簡
を
め
ぐ
っ
て
￤
阿
部
龍
一
￤
411
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◉
コ
ラ
ム
10
　
神
祇
信
仰
の
場
と
「
文
」︱
中
臣
祓
の
変
容
￤
伊
藤
　
聡
￤
424

第
十
一
章 

後
藤
昭
雄
￤
431

風
流
の
「
文
」と
詩
歌

日
本
に
お
い
て
︑
詩
歌
は
何
を
素
材
と
し
て
作
成
さ
れ
て
き
た
の
か
︒
ま
た
︑
い
か
な
る
詩
歌
が
「
風
流
の
「
文
」」
た
る
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
︒詩
歌
を
定
義
す
る
比
喩
を
通
し
て
︑詩
歌
の
概
念
と
詩
歌
創
作
へ
の
意
識
の
形
成
を
た
ど
る
︒

第
十
二
章 

佐
藤
道
生
￤
465

漢
と
和
の
「
文
」①
︱
秀
句
の
方
法

漢
と
和
の
「
文
」
は
︑
い
か
な
る
修
辞
を
用
い
て
︑
い
か
な
る
表
現
世
界
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
か
︒
漢
と
和
︑
漢
詩
と
和

歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
相
互
に
検
討
す
る
︒
ま
ず
は
︑
漢
詩
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
︑
平
安
朝
に
盛
行
し
た
句
題
詩
に
お
け

る
破
題
の
表
現
方
法
を
み
る
︒

第
十
二
章 

渡
部
泰
明
￤
475

漢
と
和
の
「
文
」②
︱
藤
原
定
家
に
見
る
縁
語
的
思
考

和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
︑
藤
原
定
家
の
作
を
例
と
し
て
み
る
︒
定
家
以
前
の
和
歌
の
表
現
世
界
の
蓄
積
︑
漢
詩
文
の
方

法
や
発
想
︑
そ
れ
ら
が
作
者
固
有
の
自
由
な
連
想
と
想
像
力
に
よ
っ
て
新
た
な
和
歌
表
現
に
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
み
る
︒

◉
コ
ラ
ム
11
　
兼
作
の
人
￤
堀
川
貴
司
￤
490

◉
コ
ラ
ム
12
　
歌
合
と
連
歌
￤
高
松
寿
夫
￤
494

◉
コ
ラ
ム
13
　
詩
歌
合
・
聯
句
・
和
漢
聯
句
￤
堀
川
貴
司
￤
498

◉
コ
ラ
ム
14
　「
和
」
に
描
か
れ
る
「
漢
」
の
世
界

︱
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
学
問
と
帝
た
ち
￤
陣
野
英
則
￤
502

◉
コ
ラ
ム
15
　「
漢︵
文
︶」
で
「
和
」
を
描
き
出
す

︱
和
歌
序
の
文
体
￤W

iebke D
EN

ECK
E

￤
507

◉
コ
ラ
ム
16
　「
和︵
歌
︶」
で
「
漢︵
文
︶」
を
描
き
出
す

︱
『
日
本
書
紀
』『
蒙
求
』
に
対
す
る
注
釈
的
和
歌
の
意
義
￤Jennifer GU

EST

￤
514

あ
と
が
き 

河
野
貴
美
子
／W

iebke D
EN

ECK
E

￤
521

執
筆
者
一
覧
￤
525
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