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で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
文
学
は
日
本
人
の
も
の
、
だ
と
か
、
日
本
人
な
ら
日
本
語
を
使
う
、

と
い
っ
た
、
言
語
と
ル
ー
ツ
を
同
一
視
し
た
り
自
明
視
し
た
り
す
る
考
え
方

は
、
一
九
九
〇
年
代
に
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
ル
ー
ツ
や
国
籍
が
日
本
で
は
な

く
て
も
、
ま
た
、
日
本
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
な
く
て
も
、
日
本
語
を
駆
使
し

て
文
学
を
作
っ
て
い
く
人
た
ち
が
注
目
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
「
日

本
語
文
学
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
リ
ー
ビ
英
雄
さ
ん
や
多
和
田
葉
子
さ

ん
ら
が
登
場
し
て
、「
越
境
の
文
学
」
と
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
越

境
」
と
い
う
表
現
、
当
初
は
そ
れ
ま
で
の
考
え
方
の
枠
組
み
を
壊
す
、
意
味

の
あ
る
言
い
方
で
し
た
。
で
も
、
使
わ
れ
続
け
て
い
く
う
ち
、
軽
く
な
っ
た
。

か
れ
ら
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
境
を
超
え
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
、
そ

こ
が
境
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
生
き
死
に
の

問
題
で
す
。
誰
が
そ
れ
を
「
境
」
と
し
て
い
る
の
か
、
誰
が
そ
れ
を
「
標
準
」

と
し
て
い
る
の
か
、
言
語
は
そ
の
言
語
単
位
で
境
な
の
か
。

と
こ
ろ
が
、
ぼ
く
自
身
の
使
う
日
本
語
は
「
標
準
語
」
で
す
。
ぼ
く
は

自
分
に
故
郷
が
な
い
こ
と
、
土
地
の
言
葉
を
持
た
な
い
こ
と
が
ず
っ
と
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
で
し
た
。
祖
父
母
の
代
か
ら
東
京
の
生
ま
れ
育
ち
な
の
で
、
ネ
イ

テ
ィ
ブ
の
日
本
語
は
い
わ
ゆ
る
標
準
語
で
す
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
、

帰
国
後
も
各
地
を
転
々
と
し
て
育
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
故
郷
、
田
舎
と
い
う

意
識
は
ど
こ
に
も
持
て
ま
せ
ん
。
出
身
地
や
田
舎
の
話
を
す
る
の
を
極
度
に

二
十
一
世
紀
に
日
本
語
作
家
と
し
て
生
き
る
︱
考
え
る
こ
と
、
こ
と
ば
に
す
る
こ
と報

告

星
野
智
幸

新
聞
記
者
を
辞
め
て
メ
キ
シ
コ
に
行
っ
た
の
は
、
自
分
の
限
界
を
壊
し
た

か
っ
た
か
ら
で
し
た
。
自
分
が
日
本
の
常
識
や
考
え
方
を
し
て
い
る
部
分
は
、

自
分
で
は
本
当
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
も
の
を
考
え
て
い
る
の
で
、

日
本
語
の
常
識
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
で
も
違
う
言
語
、
例

え
ば
ス
ペ
イ
ン
語
を
日
常
の
言
語
に
し
て
み
る
と
、
日
本
語
で
は
当
た
り
前

の
こ
と
が
当
た
り
前
で
は
な
く
な
る
。
例
え
ば
「
迷
惑
」。
日
本
語
で
は
普

通
に
使
う
言
葉
だ
し
、
人
の
行
動
を
い
つ
も
制
限
す
る
原
理
と
な
っ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
メ
キ
シ
コ
の
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
、
人
に
迷
惑
か
け
る
か
ら
や

め
な
さ
い
、
み
た
い
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
メ
キ
シ
コ
人
に
、

「
迷
惑
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
日
本
語
に
あ
る
禁
止
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
伝
わ
り
ま
せ
ん
。「
空
気
を
読
む
」
も
同
様
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
メ
キ
シ
コ
の
常
識
を
体
に
な
じ
ま
せ
、
ス
ペ
イ
ン
語

を
日
常
言
語
に
し
て
い
く
と
、
頭
の
中
が
少
し
ず
つ
組
み
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
日
本
で
当
然
の
こ
と
が
、
日
本
の
一
歩
外
に
出
る
と
当
然
で
は
な
い
の

だ
、
と
い
う
こ
と
が
、
皮
膚
感
覚
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
逆
も
ま
た

然
り
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
重
要
な
の

は
、
自
分
が
当
然
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
も
、
他
人
に
は
当
然
で
は
な
い

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
い
う
現
実
を
、
よ
く
知
る
こ
と
。
自
分
の
外
に

出
て
、
自
分
で
は
な
い
立
場
の
感
じ
方
、
常
識
、
感
情
を
知
ろ
う
と
す
る
こ

と
。
考
え
る
こ
と
は
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
文
学
の
命
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恐
れ
て
い
ま
し
た
。
自
分
は
み
ん
な
と
違
う
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
。

　
な
の
で
、
ル
ー
ツ
と
言
葉
を
切
り
離
す
考
え
方
が
、
自
分
を
解
放
し
て
く

れ
た
の
で
す
。
で
も
解
放
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、「
標
準
語
」
で
小
説
を

書
く
こ
と
に
戸
惑
い
を
感
じ
も
し
ま
し
た
。
自
分
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
自
然

な
言
語
で
書
く
こ
と
は
、
文
学
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
自
分
が
無
意
識

に
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
な
言
語
で
書
く
必

要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
登
場
人
物
が
誰
か
に
対
し
て
「
迷
惑
だ
」
と
思
っ
た

と
す
る
。
こ
れ
を
ベ
タ
で
書
け
ば
、
作
者
に
そ
う
い
う
価
値
観
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
で
も
、
書
き
手
が
意
識
し
て
書
け
ば
、「
迷
惑
だ
」
と
感

じ
る
人
物
を
設
定
し
て
書
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
迷
惑
」

と
い
う
言
葉
と
価
値
観
は
、
相
対
化
さ
れ
た
う
え
で
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
こ
の
相
対
化
が
文
学
に
は
常
に
必
要
で
す
。
だ
か
ら
、
標
準
語
で
書
く
と
、

ベ
タ
な
部
分
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
き
そ
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
で
ぼ
く
は
デ

ビ
ュ
ー
か
ら
十
年
ぐ
ら
い
は
、
自
然
で
は
な
い
、
け
れ
ど
自
分
の
実
感
も
失

わ
な
い
言
語
を
意
識
し
て
書
く
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
比
喩

の
使
い
方
で
す
。
人
の
無
意
識
の
価
値
観
、
人
生
観
は
、
比
喩
に
最
も
よ

く
現
れ
ま
す
。
サ
ッ
カ
ー
の
例
で
言
う
と
、
か
つ
て
ガ
ン
バ
大
阪
に
、
エ
ム
ボ

マ
と
い
う
カ
メ
ル
ー
ン
の
ス
タ
ー
選
手
が
入
団
、「
浪
速
の
黒
豹
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。
ア
フ
リ
カ
系
の
選
手
は
、
え
て
し
て
動
物
に
例
え
ら
れ
、「
身
体
能

力
が
高
い
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
す
。
で
は
、
や
は
り
身
体
能
力
が
高

い
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ・ロ
ナ
ウ
ド
は
、「
南

海
の
白
豹
」
と
か
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
ぼ
く
は
定
型
に
は
ま
ら
な
い
比

喩
で
考
え
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
ピ
ッ
チ
で
躍
動
す
る
割
け

る
チ
ー
ズ
、
ロ
ナ
ウ
ド
」
と
か
、「
夕
立
の
後
の
水
溜
り
の
よ
う
に
虹
色
に

輝
く
エ
ム
ボ
マ
の
ス
ー
パ
ー
シ
ュ
ー
ト
」
と
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
読
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
の
つ
か
み
に
く
い
表
現
で
書
か
れ
た

文
章
は
、
わ
か
り
に
く
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
当
然
で
、
ま
だ
言
語

化
さ
れ
な
い
言
語
を
書
い
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
。
見
た
こ
と
の
な
い
言
葉
は
、

す
ぐ
に
わ
か
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
き
手
、
読
み
手
が
そ
れ
ぞ
れ
、
自

分
の
立
場
や
常
識
か
ら
一
歩
外
に
出
で
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
文
学

を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
、
毎
回
、
普
通
で
は
な
い
比
喩
を
使
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
が
自

分
の
中
で
自
動
化
し
て
き
ま
す
。
変
わ
っ
た
比
喩
を
半
ば
自
動
的
に
捻
り
出

せ
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
、
文
学
か
ら
離
れ
て
い
き
ま
す
。
比
喩
の
た
め

の
比
喩
で
し
か
な
い
か
ら
。

　
こ
の
よ
う
に
、
文
学
は
、
手
垢
に
ま
み
れ
て
見
慣
れ
す
ぎ
て
、
意
味
が
自

動
化
し
て
し
ま
っ
た
言
葉
を
、
も
う
一
度
更
新
し
て
い
く
も
の
。
リ
サ
イ
ク
ル

し
て
い
く
も
の
。
自
動
化
し
た
言
葉
で
い
く
ら
語
っ
て
も
、
自
分
の
表
現
し

た
い
こ
と
に
は
届
き
ま
せ
ん
。

　
文
学
の
も
う
一
つ
の
役
割
は
、
毒
を
薬
に
変
え
る
こ
と
で
す
。
言
葉
は

猛
毒
で
す
。
人
の
心
を
殺
せ
る
。
こ
の
何
年
か
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
な
ど
、

自
分
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
の
に
言
葉
を
暴
力
と
し
て
使
う
こ
と
が
猛
威
を
振

る
っ
て
い
ま
す
。
言
っ
て
い
る
ほ
う
は
、
そ
の
瞬
間
は
ス
カ
ッ
と
す
る
が
、
す

ぐ
に
、
さ
ら
に
強
い
暴
言
を
吐
か
な
い
と
気
が
済
ま
な
く
な
り
ま
す
。
と
て

も
依
存
性
の
強
い
毒
。
言
わ
れ
た
ほ
う
は
、
は
た
か
ら
想
像
す
る
よ
り
も

ず
っ
と
深
く
傷
つ
き
ま
す
。
例
え
ば
、
ぼ
く
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
「
反
日
分
子
、

出
て
け
」
と
言
わ
れ
た
と
す
る
。
す
る
と
、
相
手
の
毒
が
自
分
に
も
回
っ
て
、

暴
力
的
な
言
葉
を
返
し
た
く
な
る
。
死
ね
、
殺
す
、
不
要
、
み
た
い
な
言

葉
を
じ
か
に
向
け
ら
れ
た
人
の
精
神
の
壊
さ
れ
方
は
、
も
っ
と
深
い
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ら
は
、
言
葉
が
持
つ
毒
性
を
、
悪
用
し
て
い
る
例
で
す
。
言
葉
や

物
語
の
暴
力
性
を
、
自
分
の
た
め
に
乱
用
し
て
い
る
。
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け
れ
ど
、
文
学
は
そ
れ
ら
の
言
葉
を
、
暴
力
性
を
骨
抜
き
に
す
る
た
め
に

使
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』。
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ

コ
フ
は
、
な
ん
で
自
分
ば
か
り
こ
ん
な
不
当
な
目
に
あ
っ
て
高
利
貸
の
婆
さ

ん
な
ん
か
が
の
さ
ば
っ
て
い
る
ん
だ
、
あ
れ
が
死
ん
で
そ
の
金
が
自
分
に
投
資

さ
れ
れ
ば
世
の
役
に
立
つ
、
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
人
で
あ
る
自
分

が
不
当
に
も
負
け
組
に
な
っ
て
、
日
本
人
じ
ゃ
な
い
奴
ら
が
い
い
目
を
見
て
い

る
、
こ
ん
な
連
中
は
い
な
く
な
っ
て
、
自
分
た
ち
日
本
人
に
利
益
が
還
元
さ

れ
る
べ
き
だ
、と
主
張
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
そ
っ
く
り
で
す
。
で
も
、『
罪

と
罰
』
を
読
ん
で
、
そ
う
か
自
分
も
金
持
ち
を
殺
す
べ
き
な
ん
だ
、
と
目
覚

め
る
人
は
、
ほ
ぼ
い
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
そ
ん
な
考
え
方
が
異
様
に

思
え
る
は
ず
で
す
。
け
れ
ど
、
こ
れ
が
排
外
主
義
的
な
政
治
家
な
ど
権
力
の

あ
る
人
間
の
言
葉
だ
っ
た
ら
、
普
段
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
も
い
な
か
っ
た

人
ま
で
も
が
大
勢
、
人
殺
し
に
加
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
ナ
チ

ス
の
歴
史
は
、
そ
の
最
悪
の
実
例
で
す
。

　
同
じ
言
説
な
の
に
、
片
方
は
暴
力
を
促
し
、
文
学
は
暴
力
を
中
和
す
る
。

こ
れ
が
文
学
の
言
葉
で
す
。
同
じ
毒
を
薬
に
変
え
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
文

学
は
き
れ
い
ご
と
の
言
葉
で
は
描
か
れ
ず
、
む
し
ろ
言
葉
や
物
語
の
暴
力
を

積
極
的
に
使
う
。
け
れ
ど
、
で
き
あ
が
っ
た
作
品
は
、
そ
の
負
の
力
を
弱
め

て
し
ま
う
の
で
す
。

リ
レ
ー
講
義
「
世
界
文
学
に
触
れ
る
」
特
別
講
演
会

小
説
家
デ
ビ
ュ
ー
二
十
周
年
記
念
！

　

星
野
智
幸
さ
ん
を
迎
え
て

二
〇
一
七
年
四
月
二
十
七
日
（
木
）




