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本
学
日
本
文
学
会
主
催
の
二
〇
一
〇
年
度
「
文
学
三
昧
」
に
お

い
て
、
上
方
講
談
師
・
旭

き
ょ
く
ど
う堂
南な

ん
か
い海
氏
（
以
下
、
南
海
さ
ん
と
呼
ば

せ
て
い
た
だ
く
）
を
お
招
き
し
て
、
講
談
「
げ
ん
こ
つ
和
尚
」
を

読
ん
で
い
た
だ
い
た（
落
語
は「
ハ
ナ
ス
」、浄
瑠
璃
は「
カ
タ
ル
」、

長
唄
は
「
ウ
タ
ウ
」、
そ
し
て
講
談
は
「
ヨ
ム
」
な
の
だ
）。

　

南
海
さ
ん
は
一
九
八
九
年
、
三
代
目
旭
堂
南
陵
氏
に
弟
子
入
り

し
た
上
方
の
講
談
師
で
あ
る
。一
九
九
八
年
に
は
大
阪
市
よ
り「
咲

く
や
こ
の
花
賞
」
を
受
賞
、
二
〇
〇
九
年
に
は
加
古
川
観
光
協
会

よ
り
、「
加
古
川
観
光
大
使
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
、

講
談
続
き
読
み
の
「
旭
堂
南
海
の
何
回
続
く
会
」
ほ
か
の
講
談
会
、

さ
ら
に
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
に
出
演
、
ま
た
多
彩
な
執
筆
活
動
を
も

し
て
い
る
。

　

私
が
南
海
さ
ん
を
知
っ
た
の
は
、
近
世
文
学
研
究
者
と
し
て
実

録
を
研
究
し
て
い
る
、
大
阪
大
谷
大
学
の
高
橋
圭
一
氏
を
通
じ
て

で
あ
る
。
実
録
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
近
世
文
学
の
中
で
も
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。そ
の
理
由
と
し
て
、

写
本
で
あ
る
こ
と
（
版
本
よ
り
読
み
に
く
い
、
読
む
の
に
時
間
が

か
か
る
）、
本
文
が
流
動
す
る
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
し
か
も
諸

本
が
た
く
さ
ん
現
存
し
て
い
る
こ
と
（
あ
る
程
度
ま
で
は
諸
本
を

比
較
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、内
容
が
通
俗
的
な
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
実
録
の

中
で
特
に
戦
記
も
の
を
通
俗
軍
書
と
言
う
（
代
表
的
な
も
の
と
し

て
、
分
量
的
に
と
て
も
長
く
、
そ
し
て
貸
本
屋
を
通
じ
て
大
変
多

く
読
ま
れ
た
作
品
『
太
閤
真
顕
記
』『
真
田
三
代
記
』
が
あ
る
）。

例
え
ば
高
橋
さ
ん
は
、
大
坂
の
陣
を
扱
っ
た
徳
川
贔
屓
の
通
俗
軍

書
『
難
波
戦
記
』、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
大
坂
贔
屓

の
『
厭
蝕
太
平
楽
記
』、
さ
ら
に
真
田
家
の
話
と
し
て
昌
幸
、
幸

村
の
活
躍
を
描
く
と
い
う
形
で
虚
構
性
が
強
ま
っ
た
『
真
田
三
代
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記
』、
そ
れ
を
ま
た
水
増
し
し
て
長
編
化
さ
せ
た
『
本
朝
盛
衰
記
』

の
そ
れ
ぞ
れ
の
複
数
テ
キ
ス
ト
を
丹
念
に
読
み
込
み
、
テ
キ
ス
ト

間
の
変
遷
、
ま
た
『
通
俗
三
国
志
』（
こ
れ
は
実
録
で
は
な
く
、

刊
行
さ
れ
た
も
の
。『
三
国
志
演
義
』
の
翻
訳
）
か
ら
の
取
り
込

み
な
ど
を
追
跡
し
た
こ
と
が
あ
る

（
注
１
）。
こ
れ
が
ど
れ
だ
け
膨
大
な
作

業
を
必
要
と
し
た
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の『
通
俗
三
国
志
』

や
大
坂
の
陣
の
戦
記
は
、
近
世
期
か
ら
講
談
で
盛
ん
に
読
ま
れ
て

い
た
。
現
代
に
ま
で
繋
が
る
講
談
の
大
坂
の
陣
も
の
と
、
こ
れ
ら

通
俗
軍
書
の
関
係
は
深
い
（
現
代
の
上
方
講
談
「
難
波
戦
記
」
は
、

『
厭
蝕
太
平
楽
記
』
に
一
番
類
似
す
る
そ
う
で
あ
る
）。
同
じ
大
阪

に
住
む
高
橋
さ
ん
と
南
海
さ
ん
は
こ
う
し
た
面
か
ら
繋
が
り
を
持

ち
、
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
知
識
を
交
換
し
て
い
た
。
私
も

僅
か
な
が
ら
こ
う
し
た
実
録
研
究
に
足
を
踏
み
込
ん
で
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
高
橋
さ
ん
か
ら
紹
介
さ
れ
、
南
海
さ
ん
に
自
分
の
論

文
や
翻
刻
を
送
っ
て
い
た
の
だ
。

　

私
に
と
っ
て
講
談
と
の
関
わ
り
は
別
の
所
か
ら
も
あ
っ
た
。
尾

道
大
学
に
赴
任
し
て
、
尾
道
を
切
口
に
し
た
学
問
「
尾
道
学
」
を

始
め
る
こ
と
に
な
り
、
と
は
言
っ
て
も
尾
道
を
舞
台
に
し
た
近
世

文
学
は
少
な
く
、
困
っ
た
あ
げ
く
考
え
つ
い
た
の
が
、
尾
道
済
法

寺
の
住
職
で
あ
っ
た
拳
骨
和
尚
こ
と
物
外
不
遷
の
講
談
で
あ
る
。

拳
骨
和
尚
の
講
談
は
、
明
治
四
二
～
四
三
年
に
か
け
て
大
阪
の
此

村
欽
英
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
書
き
講
談
の
『
名
誉
拳

骨
物
外
和
尚
』『
怪
力
無
双
拳
骨
和
尚
』『
豪
僧
拳
骨
後
の
物
外
和

尚
』
の
三
部
作
が
代
表
で
あ
り
、
こ
れ
ら
書
き
講
談
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
拳
骨
和
尚
も
の
の
小
説
が
生
ま
れ
、
ま
た
現
代
で
は
津
本

陽
に
よ
る
『
拳
豪
伝
』
が
著
名
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

（
注
２
）。
読
本
、

実
録
と
い
っ
た
、
言
っ
て
み
れ
ば
近
世
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

を
専
門
と
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
講
談
に
お

け
る
虚
構
化
は
た
い
へ
ん
興
味
深
く
読
め
た
。

　
「
文
学
三
昧
」
の
講
演
講
師
選
定
に
あ
た
り
、
尾
道
→
拳
骨
和

尚
→
講
談
→
南
海
さ
ん
と
結
び
つ
き
、
お
願
い
す
る
こ
と
が
可
能

か
、
動
き
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ご
本
人
の
講
談
を
聞

い
て
も
い
な
い
の
に
、
い
き
な
り
講
談
の
お
願
い
と
い
う
の
も
失

礼
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
れ
ま
で
テ
レ
ビ
を
通
し
て
以
外
は

講
談
を
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
私
は
、
こ
の
機
会
に
大
阪
に
講

談
を
聞
き
に
行
こ
う
と
決
心
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
講
談
、
い

つ
ど
こ
で
や
っ
て
い
る
の
か
、
意
外
に
情
報
が
入
り
に
く
い
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、逐
一
の
公
演
情
報
が
検
索
で
き
な
い
の
だ
。

そ
れ
で
も
な
ん
と
か
、
南
海
さ
ん
が
石
山
合
戦
記
に
お
け
る
「
鈴

木
飛
騨
守
」
を
読
む
会
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
つ
い
に

二
〇
一
〇
年
二
月
二
三
日
、
大
阪
に
乗
り
込
む
こ
と
と
な
る
。

　

場
所
は
大
阪
、
地
下
鉄
「
谷
町
六
丁
目
」
駅
近
く
の
薬
業
年
金

会
館
の
五
階
和
室
。「
鈴
木
飛
騨
守
」
と
い
う
の
は
、
信
長
と
石

山
本
願
寺
の
戦
に
お
い
て
、
本
願
寺
側
の
軍
師
と
な
っ
た
智
将
の

こ
と
で
あ
る
。
実
在
し
な
い
、
虚
構
の
人
物
で
あ
り
、
い
つ
か
ら
、

ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
か
ま
で
は
定
か
で
は
な
い
が
、
立
耳
軒
作
の
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通
俗
軍
書
『
石
山
軍
鑑
』
に
登
場
し
、
こ
の
写
本
の
流
通
に
よ
っ

て
著
名
に
な
る
。
私
は
こ
の
立
耳
軒
作
の
通
俗
軍
書
に
多
大
な
興

味
を
抱
き
研
究
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
非
常
に
楽
し
み

に
し
て
大
阪
へ
向
か
っ
た
。
午
後
七
時
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
宿

を
確
保
し
、
会
場
に
向
か
う
。
と
こ
ろ
が
、
会
場
に
つ
く
と
、
そ

こ
に
は
「
緊
急
割
り
込
み
企
画
！　

凱
旋
記
念　

惟ウ
ィ
ー
ン納
公
演
報
告

大
会
」
と
い
う
チ
ラ
シ
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
内
容
が
急
遽
変
更
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
な
ん
だ
、
こ
れ
は
？
」
と
思
い
な
が
ら

も
和
室
の
会
場
に
入
り
、
座
布
団
を
敷
き
座
り
込
ん
で
待
つ
。
中

高
年
を
中
心
と
し
た
お
客
が
徐
々
に
集
ま
り
、
ほ
ぼ
満
員
状
態
に

な
る
。
そ
し
て
開
演
。
ま
ず
は
第
一
部
「
惟ウ

ィ
ー
ン納
公
演
報
告
書
生
節

大
会
」。
南
海
さ
ん
と
と
も
に
宮
村
群
時
さ
ん
（
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
）
が
、
と
も
に
袴
に
高
下
駄
、
学
生
帽
と
い
う
い
で
た

ち
で
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
持
っ
て
登
場
。
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き
な
が

ら
、
歌
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
書
生
節
と
い
っ
て
、
元
々
は
明
治

か
ら
大
正
に
流
行
し
た
ス
ト
リ
ー
ト
ラ
イ
ブ
で
あ
り
、「
パ
イ
ノ

パ
イ
ノ
パ
イ
」
の
フ
レ
ー
ズ
で
流
行
し
た
「
東
京
節
」
な
ど
は
記

憶
に
あ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
南
海
さ
ん
、
宮
村
さ
ん
が

復
活
さ
せ
、
上
方
書
生
節
と
し
て
何
度
か
の
ラ
イ
ブ
を
行
い
、
さ

ら
に
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
よ
り
招
聘
さ
れ
、
同
大
学
と
ウ
ィ
ー
ン
民

族
学
博
物
館
で
公
演
を
し
た
き
た
と
の
こ
と
。
今
回
の
内
容
は
、

そ
の
ウ
ィ
ー
ン
公
演
の
様
を
メ
イ
ン
に
据
え
て
お
も
し
ろ
お
か
し

く
語
り
、
そ
の
他
社
会
諷
刺
（
詳
し
い
内
容
は
文
章
に
で
き
な
い

が
、
大
阪
の
…
）
等
を
二
人
の
掛
け
合
い
の
漫
才
の
よ
う
な
も
の

で
笑
わ
せ
、
そ
し
て
歌
う
の
で
あ
る
。
な
ん
か
よ
く
わ
か
ら
な
い

け
ど
す
ご
い
の
だ
。
第
二
部
は
、
い
よ
い
よ
南
海
さ
ん
の
講
談
、

ウ
ィ
ー
ン
公
演
に
ち
な
ん
で
「
維ウ

ィ
ー
ン納
の
辻
音
楽
師
」
が
読
ま
れ
た
。

迫
力
が
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
。
ま
さ
に
「
プ
ロ
の
技
」
で
あ
る
。

公
演
終
了
後
、
控
え
室
に
南
海
さ
ん
を
尋
ね
、
と
り
あ
え
ず
御
挨

拶
だ
け
で
そ
の
日
は
退
散
す
る
。

　

次
は
、
同
年
三
月
に
大
阪
文
化
再
発
見
事
業
と
し
て
さ
い
か
く

ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
「
講
談
か
ら
探
る
大
阪
人
の
心
意
気
」（
全

３
回
シ
リ
ー
ズ
）
に
参
加
。
第
一
回
は
「
だ
ん
じ
り
に
彫
ら
れ
た

難
波
戦
記
」、
第
二
回
は
「
大
坂
の
陣
の
文
学
と
講
談
」、
第
三

回
は
「
真
田
幸
村
と
大
坂
の
陣
」。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
の
講
師
が
南

海
さ
ん
と
講
演
を
し
、
そ
の
後
、
南
海
さ
ん
が
講
談
を
読
む
と
い

う
構
成
。
三
回
目
終
了
後
、
南
海
さ
ん
と
、
第
二
回
の
講
師
を
務

め
た
高
橋
圭
一
さ
ん
、
第
三
回
の
講
師
を
務
め
た
大
阪
城
天
守
閣

学
芸
員
の
北
川
央
さ
ん
と
と
も
に
一
杯
飲
も
う
か
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
印
象
に
残
る
話
を
紹
介
し
よ
う
。
会
場
で
配

布
さ
れ
た
講
談
公
演
の
チ
ラ
シ
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
載
っ
て
い

た
。　

…
北
海
と
い
う
の
は
、
連
日
亭
で
毎
回
ト
リ
と
し
て
出
演

し
て
い
る
。
色
が
浅
黒
く
眼
が
ギ
ョ
ロ
と
し
て
、
右
足
を
い
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つ
も
引
き
ず
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
酒
に
酔
っ
た
際
、
地
下
鉄

の
駅
で
北
海
が
「
俺
の
右
ひ
ざ
は
鋼
鉄
の
様
な
硬
さ
を
し
て

る
ん
や
」
と
叫
び
構
内
の
壁
に
飛
び
膝
蹴
り
を
し
、
予
想
以

上
の
痛
み
に
そ
の
ま
ま
線
路
に
転
落
。

　

た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
電
車
を
待
っ
て
い
る
乗
客
の
必
死

の
活
躍
で
助
け
出
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
を
持
っ
て
い
る
。

（
南
青
太
郎
「
鶴
橋
毎
日
物
語
」
第
一
〇
八
回
、
よ
り
）

「
北
海
」
と
い
う
の
は
当
然
「
南
海
」
の
も
じ
り
で
あ
る
。
こ
れ

を
読
ん
だ
私
は
単
純
に
も
「
あ
あ
、
私
の
同
志
だ
。
こ
こ
に
も
酒

で
失
敗
し
た
人
が
い
る
！
」
思
い
、
飲
み
会
の
席
で
す
ぐ
に
、（
ニ

ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
）「
こ
ん
な
逸
話
が
あ
る
ん
で
す
っ
て
」
と
話

を
向
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
の
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
る
と
、
南
海

さ
ん
は
、
見
知
ら
ぬ
酔
客
が
線
路
に
落
ち
た
の
を
救
出
し
た
側
で

あ
り
、
膝
は
そ
の
際
の
名
誉
（
？
）
の
負
傷
な
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
自
ら
の
美
談
で
も
あ
り
不
幸
で
も
あ
る
体
験
を
、
弟
弟
子

筋
の
人
間
が
す
ぐ
に
笑
い
に
替
え
て
し
ま
う
点
、
こ
れ
が
す
ご
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ま
た
少
し
南
海
さ
ん
と
お
近
づ
き
に
な
っ
た
私
は
、

メ
ー
ル
に
て
「
文
学
三
昧
」
出
演
の
交
渉
を
開
始
。
そ
し
て
ご
快

諾
を
い
た
だ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
細
か
い
打
ち
合
わ
せ

を
メ
ー
ル
で
重
ね
、
い
よ
い
よ
当
日
と
な
っ
た
。「
文
学
三
昧
」

の
ト
リ
を
飾
り
、
南
海
さ
ん
の
出
番
。
私
が
舞
台
に
上
が
り
、
南

海
さ
ん
の
紹
介
。
そ
し
て
お
囃
子
と
と
も
に
南
海
さ
ん
登
場
。
こ

こ
か
ら
後
は
も
う
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
迫
力
た
っ
ぷ
り
の
拳
骨

和
尚
が
読
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
多
分
、
講
談
を
生
で
聞
い
た
の

が
始
め
て
と
い
う
人
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
話
芸
の

す
ば
ら
し
さ
は
十
分
感
じ
と
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
客
席

に
は
拳
骨
和
尚
が
住
職
を
勤
め
て
い
た
済
法
寺
関
係
の
方
も
多
く

見
ら
れ
、
そ
ち
ら
の
ご
興
味
か
ら
も
ご
満
足
し
て
い
た
だ
け
た
か

と
思
わ
れ
る
。
済
法
寺
事
務
局
長
は
楽
屋
に
南
海
さ
ん
に
挨
拶
に

行
か
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
の
懇
親
会
に
ま
で
お
付
き
合
い
し
て
い
た
だ
い
た
南
海

さ
ん
。
学
生
と
も
気
軽
に
話
を
し
て
い
た
だ
き
、
最
後
の
最
後
ま

で
プ
ロ
と
し
て
振
る
舞
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
何
度
感
謝
申
し
上
げ

て
も
足
り
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
う
だ
。
今
度
、
学
生
を
連
れ

て
大
阪
に
講
談
を
聞
き
に
行
く
ツ
ア
ー
を
組
も
う
。
日
本
の
伝
統

芸
能
の
一
つ
と
し
て
、
そ
し
て
偉
大
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と

し
て
、
南
海
さ
ん
の
講
談
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、南
海
さ
ん
の
講
談
「
げ
ん
こ
つ
和
尚
」
は
、以
下
、テ
ー

プ
起
こ
し
の
形
で
ご
紹
介
す
る
。
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注（ 
１ 

）
高
橋
圭
一
「
実
録
『
厭
蝕
太
平
楽
記
』『
本
朝
盛
衰
記
』

と
『
通
俗
三
国
志
』（『
近
世
文
芸
』
89
、
二
〇
〇
九
年

一
月
）
に
詳
述
。
ま
た
、
高
橋
さ
ん
の
実
録
研
究
は
『
実

録
研
究
』（
二
〇
〇
二
年
、
清
文
堂
）、『
大
坂
城
の
男
た

ち
』（
二
〇
一
一
年
、
岩
波
書
店
）
に
詳
し
い
。
ち
な
み

に
、
高
橋
さ
ん
は
尾
道
短
期
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
時

期
が
あ
る
。

（ 

２ 

）
拙
稿
「
講
談
本
の
中
の
拳
骨
和
尚
」（『
尾
道
大
学
地
域

総
合
セ
ン
タ
ー
叢
書
１
「
尾
道
の
芸
術
文
化
」』
所
収
。

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）
に
述
べ
た
。

（
補
記
）
な
お
、
南
海
さ
ん
は
大
阪
大
学
（
国
文
学
科
）
時
代
、

光
原
先
生
と
ほ
ぼ
同
期
で
あ
り
（
英
文
学
科
）、同
じ
キ
ャ

ン
パ
ス
で
す
れ
違
っ
た
り
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

―
ふ
じ
さ
わ
・
た
け
し　

尾
道
大
学
日
本
文
学
科
教
授
―




