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本
学
日
本
文
学
会
主
催
の
二
〇
一
四
年
度
「
文
学
三
昧
」
に

お
い
て
、
上
方
講
談
師
・
旭き
よ
く

堂ど
う

南な
ん

海か
い

氏
（
以
下
、
南
海
さ
ん

と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
く
）
を
お
招
き
し
て
、
講
談
「
大
坂
の
陣 

― 

幸
村
VS
家
康 

―
」
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
に
は
、
ち
ょ
う
ど

四
年
前
、
二
〇
一
〇
年
度
の
「
文
学
三
昧
」
に
も
来
て
い
た
だ

き
、
そ
の
時
は
尾
道
に
実
在
し
た
名
物
和
尚
で
あ
る
物
外
不
遷

に
つ
い
て
の
講
談
「
拳
骨
和
尚
」
を
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。

南
海
さ
ん
の
紹
介
、
ま
た
私
が
い
か
に
南
海
さ
ん
と
知
り
合
っ

た
か
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
７
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
に

述
べ
た
の
で
、
ご
参
照
さ
れ
た
い
。

　
今
回
読
ん
で
い
た
だ
い
た「
大
坂
の
陣 

― 

幸
村
VS
家
康 

―
」

は
、
い
わ
ゆ
る
大
坂
の
陣
に
お
い
て
、
大
坂
方
の
知
将
真
田
幸

村
と
、徳
川
家
康
と
の
対
決
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
場
合
、
徹
底
的
に
大
坂
方
贔
屓
、
幸
村
贔
屓
に
な
り
、

反
対
に
家
康
は
大
変
残
念
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
大
坂
方
贔
屓
の
文
芸
は
、
江
戸
時
代
に
成
育
し
て

い
る
。
実
録
（
文
学
ジ
ャ
ン
ル
名
。「
事
実
」
の
「
記
録
」
の
よ

う
な
印
象
の
あ
る
語
で
あ
る
が
、文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の「
実

録
」
は
、
事
実
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
多
く
は
虚
構
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
い
る
）
で
、
最
初
に
成
立
し
た
の
は
徳
川
方
贔
屓
で

書
か
れ
た
『
難
波
戦
記
』、
し
か
し
、
そ
れ
を
元
に
し
な
が
ら

も
完
全
に
大
坂
方
贔
屓
で
書
か
れ
た
『
厭
蝕
太
平
楽
記
』
が
作

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
真
田
家
の
軍
記
と
融
合
し
、

壮
大
な
長
編
『
真
田
三
代
記
』
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
水
増
し

が
な
さ
れ
た
『
本
朝
盛
衰
記
』
と
、
全
て
大
坂
方
贔
屓
で
描
か

れ
て
い
る
。
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そ
の
中
で
も
真
田
幸
村
は
ひ
と
き
わ
目
立
つ
英
雄
と
し
て
描

か
れ
る
。『
厭
蝕
太
平
楽
記
』
の
時
点
で
、
幸
村
は
大
坂
の
陣
で

死
な
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
秀
頼
と
と
も
に
薩
摩
の
国

へ
落
ち
の
び
る
の
だ
。

　
一
方
、
家
康
が
ど
の
よ
う
に
残
念
な
書
か
れ
方
を
さ
れ
る
か

と
言
う
と
、
と
に
か
く
幸
村
に
追
い
か
け
回
さ
れ
、
逃
げ
回

る
。
影
武
者
を
含
め
た
七
人
幸
村
に
は
、
逃
げ
た
先
々
に
待
ち

か
ま
え
ら
れ
る
。
平
野
の
焼
き
討
ち
で
は
、
幸
村
の
仕
掛
け
た

火
薬
の
爆
発
に
よ
っ
て
吹
っ
飛
ば
さ
れ
る
。
民
家
に
逃
げ
込
ん

で
匿
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
あ
る
い
は
家
臣
の
大
久
保
彦
左
衛
門

が
必
死
と
な
っ
て
家
康
を
抱
え
走
る
の
だ
。
徳
川
幕
府
の
政
権

下
、
東
照
大
権
現
と
し
て
神
に
祭
ら
れ
た
家
康
を
と
こ
と
ん
や

ら
れ
役
に
仕
立
て
た
こ
の
実
録
は
、
と
ん
で
も
な
い
シ
ロ
モ
ノ

な
の
で
あ
る
。

　
実
録
と
講
談
は
近
い
関
係
に
あ
っ
た
。
講
談
で
言
う
「
難
波

戦
記
」
は
、
実
は
実
録
の
『
厭
蝕
太
平
楽
記
』
に
内
容
が
似
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
然
な
が
ら
大
坂
方
贔
屓
。
家
康
は
な
お

さ
ら
滑
稽
に
読
ま
れ
る
。
極
端
な
も
の
に
な
る
と
、
家
康
は
後

藤
又
兵
衛
の
鎗
に
よ
っ
て
突
き
殺
さ
れ
、
そ
の
後
の
家
康
は
実

は
影
武
者
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
こ
の
講
談
「
難
波
戦
記
」
は
、実
は
南
海
さ
ん
の
得
意
ネ
タ
。

南
海
さ
ん
自
身
、
大
変
勉
強
を
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
古
い
講

談
の
資
料
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
実
録
も
読
み
こ
ん
で
い

る
。
近
世
の
実
録
研
究
者
で
、
大
坂
の
陣
に
詳
し
い
高
橋
圭
一

氏
の
著
書
、
論
文
は
も
ち
ろ
ん
、
私
メ
の
論
文
に
さ
え
目
を
通

し
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
講
談
に
深
み
が
生
ま
れ

る
。
さ
ら
に
熟
練
し
た
読
み
っ
ぷ
り
。
学
会
で
は
、
南
海
さ
ん

の
真
に
迫
っ
た
読
み
に
皆
引
き
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
爆
笑
し
た

こ
と
で
あ
る
。
講
談
は
、
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
に
比
べ
る
と

芸
術
性
が
低
く
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
落
語
に
比
べ
て
も
認
知

度
が
低
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
生
の
講
談
を
聞
く
と
、
そ
の

迫
力
、
巧
み
さ
に
す
ば
ら
し
い
芸
術
性
と
プ
ロ
の
技
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
学
会
会
場
で
も
申
し
上
げ
た
が
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
一
五

年
は
、
大
坂
の
陣
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
に
な

る
（
大
坂
冬
の
陣
が
一
六
一
四
年
、
夏
の
陣
が
一
六
一
五
年
）。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
二
〇
一
六
年
の
大
河
ド
ラ
マ
で
、
真
田
幸
村
を
主
人

公
と
し
た
「
真
田
丸
」
を
放
映
す
る
そ
う
で
あ
る
が
、
ち
ょ
っ

と
遅
い
ん
で
な
い
か
い
？
　
そ
こ
へ
行
く
と
、
本
学
会
で
南
海

さ
ん
に
来
て
い
た
だ
き
、「
大
坂
の
陣 

― 

幸
村
VS
家
康 

―
」
を

読
ん
で
い
た
だ
い
た
の
は
、
た
い
へ
ん
タ
イ
ム
リ
ー
で
あ
っ
た

と
自
画
自
賛
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
さ
す
が
に
大
阪
で
は
、
二
〇
一
四
年
秋
よ
り
大
阪
城

公
園
を
中
心
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
「
大
坂
の
陣
四
〇
〇
年
天
下
一

祭
」
が
行
わ
れ
た
。
南
海
さ
ん
も
こ
れ
に
関
連
し
て
引
っ
張
り
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旭堂南海さん講談「大坂の陣−幸村 VS 家康−」について

だ
こ
の
大
活
躍
で
あ
り
、
講
談
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
例
え
ば

『
月
刊
島
民
　
中
之
島
』
74
号
（
二
〇
一
四
年
九
月
、
月
刊
島

民
プ
レ
ス
）
と
い
う
冊
子
に
は
、南
海
さ
ん
の
執
筆
に
よ
る
「
講

談
　
大
坂
の
陣
」）
が
載
る
。

　
最
後
に
一
言
。
お
お
さ
か
は
江
戸
時
代
ま
で
は
「
大
坂
」
と

書
く
。
も
ち
ろ
ん
文
献
の
中
に
は
「
大
阪
」
と
表
記
し
た
も
の

も
あ
る
が
、
文
学
や
書
誌
学
で
は
「
大
坂
」
と
し
、
明
治
時
代

以
降
を
「
大
阪
」
と
す
る
。
日
本
文
学
科
の
学
生
に
は
常
識
で

あ
る
が
、
悲
し
い
か
な
、
世
間
で
は
知
ら
な
い
方
も
多
く
、
尾

道
市
立
大
学
の
大
学
案
内
『
尾
道
市
立
大
学
２
０
１
６
』
で
は
、

こ
の
学
会
で
の
講
談
の
題
を
「
大
阪
の
陣
」
と
し
て
い
る
。
原

稿
で
は
も
ち
ろ
ん
「
大
坂
」、
校
正
で
も
「
大
阪
」
と
な
っ
て

い
た
の
を
「
大
坂
」
と
直
す
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
な

ぜ
か
最
終
的
に
「
大
阪
」
と
記
載
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
恥
ず
か

し
い
こ
と
で
あ
る
。

― 

ふ
じ
さ
わ
・
た
け
し
　
本
学
日
本
文
学
科
教
授 

―


