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私
達
、
日
本
文
学
を
研
究
し
て
い
る
外

国
人
が
、
よ
く
人
か
ら
聞
か
れ
る
こ
と
に
、

ど
う
し
て
日
本
文
化
・
文
学
に
興
味
を
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
正
直
な
答
を
し

ま
す
と
聞
い
て
き
た
人
は
あ
ま
り
よ
ろ
こ

ば
な
い
の
で
代
り
に
具
合
の
い
い
こ
と
を

い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
子
供
の
頃
か
ら
遠

い
日
本
と
い
う
国
に
あ
こ
が
れ
を
も
っ
て

い
た
と
か
、
岡
倉
天
心
に
魅
か
れ
た
と
か
、

西
洋
と
い
う
物
質
文
化
に
倦
き
て
東
洋
の

精
神
的
文
化
に
興
味
を
持
っ
た
と
か
で
す
。

し
か
し
本
当
の
話
は
、
た
だ
の
偶
然
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
私
と

日
本
と
の
関
わ
り
は
戦
争
の
落
し
子
で
あ

っ
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
実
際
、
少
、
青
年
期
を
通
じ
て
、
私

は
日
本
に
対
し
て
全
く
興
味
を
持
つ
た
こ

源
氏
物
語
と
私
Ｉ

エ
ド
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ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
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と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
．
た
だ
偶
然
に

太
平
洋
戦
争
開
戦
時
に
大
学
を
卒
業
し
て

海
軍
日
本
語
学
校
に
入
っ
た
と
い
う
、
そ

の
偶
然
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
事
実

学
生
時
代
は
文
学
を
専
攻
し
ま
し
た
が
欧

米
の
文
学
に
つ
い
て
で
し
た
。
日
本
文
学

と
の
関
わ
り
は
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
消

極
的
な
も
の
で
し
た
が
、
し
か
し
、
こ
と

源
氏
物
語
を
追
究
し
出
す
動
機
と
い
う
も

の
は
、
そ
れ
と
違
っ
て
も
っ
と
肯
定
的
な

も
の
で
し
た
。
そ
の
源
氏
物
語
と
の
出
合
い

の
感
激
、
そ
し
て
源
氏
物
語
が
い
か
に
私

の
文
学
研
究
の
中
心
的
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
今
か
ら
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
先
ず
私
は

偶
然
に
も
日
本
語
学
校
に
入
学
し
ま
し
た

か
ら
少
し
は
日
本
文
化
を
も
勉
強
し
よ
う

ｰ
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か
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
そ
の
時
、
日
本
ル
教
授
の
は
古
い
文
章
に
な
っ
て
い
ま
す
。

文
化
を
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
翻
訳
と
し
て
ど
ち
ら
が
適
当
か
と
い
う
こ

も
っ
と
内
実
を
識
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
と
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
立
場
か
ら
い
う

そ
れ
で
先
ず
文
学
か
ら
始
め
た
の
で
す
が
、
と
源
氏
物
語
の
文
章
は
あ
の
時
代
の
こ
と

－
番
般
初
に
読
ん
だ
長
篇
が
ア
ー
サ
ー
．
ば
と
し
て
は
口
語
的
な
も
の
に
近
か
っ
た

ウ
ェ
リ
ー
の
翻
訳
し
た
源
氏
物
語
で
し
た
。
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
源

つ
ま
り
私
の
日
本
文
学
研
究
の
事
始
め
は
氏
物
語
の
文
章
は
決
し
て
古
め
か
し
い
も

源
氏
物
語
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
間
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ま
す
。
私
は
翻

源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
研
究
し
、
ま
た
訳
と
は
真
似
ご
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

翻
訳
し
て
き
ま
し
た
が
、
源
氏
の
翻
訳
が
従
っ
て
、
翻
訳
は
で
き
ゑ
だ
け
う
ま
く
真

終
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
あ
と
や
り
た
い
似
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

も
の
が
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
思
す
。
山
下
宏
明
先
生
は
今
「
カ
タ
リ
」
と

想
、
文
化
史
な
ど
研
究
し
て
も
い
い
と
恩
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
が
、
源

っ
て
も
み
ま
す
が
、
源
氏
物
語
の
翻
訳
以
氏
に
も
そ
う
い
う
「
カ
タ
リ
手
」
と
い
う

後
で
は
あ
ま
り
気
が
進
み
ま
せ
ん
．
普
通
、
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
紫
式
部
と
い
う
「
力

文
学
史
な
ど
は
本
当
の
学
問
と
い
う
分
野
タ
リ
手
」
が
出
て
い
る
と
思
う
の
で
す
．

に
入
り
ま
す
が
、
翻
訳
は
入
ら
な
い
と
い
「
給
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
出
て
く
る
毎
に

う
風
に
欧
米
の
大
学
で
も
日
本
で
も
見
ら
そ
れ
は
「
カ
タ
リ
手
」
の
存
在
を
示
し
て

れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
翻
訳
は
た
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は

い
へ
ん
必
要
な
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
最
と
り
も
な
お
さ
ず
源
氏
物
語
は
口
語
に
近

近
、
私
の
源
氏
物
語
英
語
訳
と
シ
フ
ェ
ー
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
感

ル
教
授
の
仏
語
訳
と
の
違
い
が
色
々
取
沙
じ
を
出
す
た
め
に
私
は
で
き
る
だ
け
会
話

汰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
の
場
合
は
で
き
風
な
英
語
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
．
シ

る
だ
け
口
語
的
に
し
ま
し
た
。
シ
フ
ェ
ー
フ
ェ
ー
ル
教
授
の
は
今
の
読
者
が
源
氏
を

ｰ

可

－ 1－

国
土
学
緬
亀
賛
料
補
殺

第13号

昭和54年9月



国文学研究資料館報 昭和54年9月第13号

読
む
と
古
め
か
し
く
感
じ
る
か
ら
、
そ
の

感
じ
に
あ
た
る
よ
う
な
古
め
か
し
い
フ
ラ

ン
ス
語
を
使
用
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、

少
な
く
と
も
、
ど
の
よ
う
な
文
章
で
訳
す

か
を
決
め
る
前
に
、
翻
訳
者
は
源
氏
物
語

の
文
体
論
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
意
味
で
翻
訳
、
す
な
わ
ち
批

評
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

そ
し
て
翻
訳
は
批
評
で
あ
る
と
い
、
７
意
味

あ
い
で
、
思
想
史
、
文
化
史
の
研
究
な
ど

と
い
う
〈
学
問
〉
よ
り
上
の
も
の
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
し
か
も
翻
訳
は
源
氏
に
つ

い
て
語
る
と
い
、
７
の
で
は
な
く
源
氏
そ
の

も
の
を
扱
い
批
評
し
箒
フ
る
と
い
う
意
味
で
、

や
は
り
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
批
評
、
評

論
よ
り
も
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
私
の
日
本
文
学
研
究
の
事
始
め

■ 基召一＝

＝

h，
『!『!

｜
Ｉ

ー
一

ザ

は
源
氏
物
語
で
あ
っ
た
訳
で
す
が
、
源
氏

を
最
初
、
そ
う
お
も
し
ろ
い
作
品
だ
と
は

思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
原
文
は
も
ち

ろ
ん
、
様
々
な
翻
訳
な
ど
で
す
で
に
三
十

回
程
度
は
源
氏
を
読
ん
で
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
今
で
も
、
源
氏
の
は
じ
め
の
方
は

そ
う
お
も
し
ろ
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
悩

木
の
巻
、
あ
る
い
は
葵
の
巻
ま
で
い
か
な

け
れ
ば
お
も
し
ろ
く
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
帯
木
の
巻
に
あ
る
有
名
な
雨
夜
の
品

定
め
の
場
面
も
あ
ま
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と

は
思
い
ま
せ
ん
。
源
氏
の
後
半
部
の
も
の

が
た
り
に
比
べ
ま
す
と
紋
切
型
の
人
物
描

写
、
性
格
描
写
し
か
出
て
い
な
く
て
退
屈

で
す
。
源
氏
物
語
で
本
当
に
退
屈
な
巻
は

四
つ
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
帯
木
、
竹
河
、

匂
宮
、
紅
梅
で
す
。
こ
の
う
ち
竹
河
、
匂

宮
、
紅
梅
は
後
半
部
に
あ
る
巻
で
す
が
、

後
半
部
は
結
鱗
お
も
し
ろ
い
か
ら
そ
の
三

点
を
除
い
て
も
お
も
し
ろ
く
読
め
ま
す
。

け
れ
ど
帯
木
だ
け
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
源
氏
全
般
に
つ
い
て

い
え
ば
源
氏
に
は
や
は
り
何
か
あ
る
。

何
や
ら
ゆ
か
し
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の

で
す
。と

こ
ろ
で
こ
の
何
や
ら
ゆ
か
し
と
い
う

何
や
ら
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
海

外
文
学
を
読
む
と
き
、
自
国
の
文
学
に
な

い
も
の
を
見
つ
け
る
と
い
う
喜
び
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
ジ

ー

イ
ド
は
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
き
ら

い
で
し
た
。
が
、
そ
の
理
由
は
、
ヘ
ン
リ

ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
あ
ま
り
に
も
フ
ラ
ン

ス
ら
し
か
っ
た
か
ら
で
す
．
つ
ま
り
フ
ラ

ン
ス
人
が
英
米
文
学
を
銃
む
と
き
は
フ
ラ

ン
ス
文
学
に
な
い
も
の
を
求
め
て
い
た
か

ら
で
す
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
文

学
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
同
様
、
ま
と
ま
り
が

よ
く
恰
好
が
良
す
ぎ
た
の
で
す
。
私
が
日

本
文
学
を
読
ん
だ
時
も
や
は
り
そ
れ
と
同

様
で
、
自
国
の
ア
メ
リ
カ
文
学
に
な
い
も

の
を
日
本
文
学
の
中
に
捜
そ
う
と
し
ま
し

た
。
源
氏
物
語
も
贋
木
の
巻
あ
た
り
ま
で

は
お
も
し
ろ
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に
な
い
も
の
を

見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
．
そ
れ
は

く
符
情
〉
と
い
う
も
の
で
し
た
。
源
氏
物

語
の
杼
情
、
つ
ま
り
そ
れ
は
源
氏
独
特
の

自
然
描
写
で
あ
り
ま
し
た
．
こ
れ
は
源
氏

の
た
い
へ
ん
大
き
な
魅
力
の
一
つ
で
一
す
。

私
の
知
っ
て
い
る
西
洋
文
学
で
、
源
氏
物

語
程
自
然
が
絶
え
間
な
く
連
続
的
に
出
て

く
る
小
説
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
頁

ご
と
に
何
の
季
節
で
あ
る
か
、
月
の
相
は

何
で
あ
る
か
と
い
、
う
こ
と
ま
で
が
で
て
い

ま
す
。
西
洋
文
学
で
は
詩
歌
の
ジ
ャ
ン
ル

で
、
そ
れ
に
当
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
小
説
で
は
ま
ず
そ
う
い
う

も
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
股
初
源
氏
物

語
を
読
ん
だ
時
は
、
ま
た
た
い
へ
ん
不
思

ー

札

議
な
小
説
だ
と
も
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
室
内
の
小
説
で
す
。
し
か
も
、

活
動
範
囲
の
限
ら
れ
て
い
る
女
性
や
、
大

人
し
く
動
き
の
少
な
い
人
物
達
が
描
か
れ

て
い
る
室
内
小
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
屋
外
が
充
分
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ

し
て
登
場
人
物
達
が
そ
の
屋
外
の
自
然
と

一
緒
に
生
き
、
ま
た
生
き
長
ら
え
て
い
る

の
で
す
。
何
や
ら
ゆ
か
し
と
思
っ
た
と
こ

ろ
は
そ
の
点
で
し
た
。
ま
た
、
こ
う
も
思

い
ま
し
た
。
も
し
風
流
と
い
う
言
葉
が
文

字
通
り
風
と
流
れ
と
い
う
意
味
で
し
た
ら
、

源
氏
物
語
は
ま
さ
し
く
風
流
小
説
で
あ
る

と
。
残
念
な
が
ら
風
流
は
そ
う
い
う
意
味

で
は
な
く
、
原
典
は
論
語
に
あ
り
、
本
来

の
意
味
は
前
代
の
遺
風
、
先
人
の
余
流
と

い
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
古
い
も
の
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
文
字
面
に
添
っ

て
、
風
と
流
れ
と
い
う
意
味
で
は
源
氏
物

語
は
風
流
小
説
で
す
。
な
ぜ
な
ら
極
端
な

室
内
小
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
風
と
一
緒

に
川
と
一
緒
に
流
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な

屋
外
の
小
説
に
な
っ
て
も
い
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
そ
れ
は
室
内
と
屋
外
の
間
に
境
目

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初
私
が
源

氏
物
語
を
読
ん
だ
時
、
こ
の
こ
と
に
た
い

へ
ん
麓
き
ま
し
た
．
西
洋
に
は
全
く
な
い

小
説
で
し
た
か
ら
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
は
世
界
中
で
一

番
古
く
、
ま
た
偉
大
な
小
説
で
あ
る
と
よ

－2一
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く
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
小
説
と
は
い
っ

た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
私
は
ま
だ
確
た
る

結
論
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
大
体
に
お
い
て
小
説
と
は
劇
的
な
ジ

ャ
ン
ル
の
も
の
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

劇
的
も
色
々
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
派
手
な
、
猛
烈
な
、
と
い
、
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
が
、
私
が
劇
的
と
い
う
言

葉
を
使
う
と
き
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
汁

情
的
な
も
の
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て

考
え
ま
す
。
杼
情
的
な
も
の
で
す
と
、
作

者
は
直
接
に
読
者
に
語
り
か
け
ま
す
。
私

は
こ
う
思
う
、
こ
う
感
じ
る
と
。
し
か
し

劇
的
な
も
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
人
物
を

通
じ
て
読
者
に
語
り
か
け
ま
す
。
い
い
小

説
は
色
々
な
意
味
を
暗
示
し
た
り
、
教
訓
、

メ
ッ
セ
イ
ジ
を
含
ん
で
い
た
り
し
ま
す
。

し
か
し
そ
の
教
訓
な
り
、
メ
ッ
セ
イ
ジ
な

り
を
直
接
読
者
に
話
す
の
で
は
な
く
、
登

場
人
物
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
伝
え
ま
す
。

そ
の
意
味
で
杼
情
的
な
も
の
と
劇
的
な
も

の
と
は
全
く
違
う
の
だ
と
考
え
ま
す
。
芝

居
は
も
ち
ろ
ん
、
小
説
も
西
洋
で
は
十
九

世
紀
以
来
の
写
実
小
説
は
劇
的
な
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
不
思
議
な
こ
と

に
源
氏
物
語
は
杼
情
を
描
き
出
し
な
が
ら
、

小
説
と
し
て
劇
的
な
る
も
の
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
は
比
較
論
者
に

よ
っ
て
、
よ
く
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ル
ー
ス
ト

の
作
品
と
較
べ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
形
式

に
つ
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
失
わ
れ
た

時
を
求
め
て
」
と
「
源
氏
物
語
」
と
を
比

較
し
た
り
し
ま
す
が
、
そ
の
比
較
の
必
要

性
を
私
は
認
め
ま
せ
ん
。
プ
ル
ー
ス
ト
の

そ
れ
は
き
れ
い
に
ま
と
ま
っ
た
小
説
で
す
し
、

構
成
は
完
壁
で
す
。
し
か
し
源
氏
物
語
は

き
れ
い
に
ま
と
ま
っ
て
は
い
な
い
．
そ
の
意

味
で
は
、
源
氏
物
語
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド

の
説
で
す
と
英
米
文
学
に
近
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
．
袋
小
路
が
沢
山
あ
っ
て
、

全
々
解
決
し
て
い
な
い
事
件
が
沢
山
あ
っ

た
り
、
矛
盾
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ

は
必
ず
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す

が
、
と
に
か
く
形
式
が
極
端
に
違
う
の
で

比
較
の
必
要
性
な
ど
な
い
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
心
理
的
写
実
主
義
と
し
て

源
氏
物
語
と
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
を
比
較

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
若
干
の
疑
問
は

あ
り
ま
す
が
、
形
式
論
で
比
較
す
る
よ
り

も
、
こ
の
比
較
の
方
が
よ
り
ま
し
だ
と
い

う
気
が
し
ま
す
．
源
氏
物
語
の
人
物
描
写
、

性
格
描
写
と
い
う
も
の
は
、
心
理
描
写
に

よ
っ
て
で
は
な
い
の
で
す
．
つ
ま
り
、
あ

る
人
物
の
心
境
の
中
に
立
ち
入
っ
て
何
を

考
え
て
い
る
か
を
分
析
す
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
源
氏
物
語
に
は
案
外
少
な
い
の

で
す
。
小
説
と
し
て
の
源
氏
の
不
思
議
の

一
つ
で
す
。
た
だ
し
、
源
氏
物
語
の
後
半

部
、
若
菜
あ
た
り
か
ら
、
そ
れ
は
あ
る
程

度
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り

ｰ

冥
想
的
な
分
析
の
場
面
が
多
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
紫
式
部
と
プ
ル
ー
ス
ト
を

比
較
す
る
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
方
が
は
る

か
に
心
理
描
写
が
多
い
で
す
。
た
だ
こ
の

比
較
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
源
氏
物
語
の
不

思
議
の
部
分
が
、
よ
く
照
射
さ
れ
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
く
り
返
し
ま
す
が
、
源
氏
物
語
で
は

人
物
の
性
格
は
読
者
に
よ
く
わ
か
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
描
写

が
心
理
分
析
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
の
不
思
議

の
一
つ
で
、
魅
力
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
特
異
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か

ら
色
々
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

で
す
が
、
た
い
へ
ん
意
味
の
あ
る
問
題
だ

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
宇
治
の
中
君
と

浮
舟
と
い
う
同
じ
よ
う
な
人
物
で
、
二
人

と
も
ほ
と
ん
ど
喋
ら
な
い
登
場
人
物
が
い

る
の
で
す
が
、
二
人
を
比
べ
て
み
ま
す
と
、

浮
舟
の
方
が
は
る
か
に
印
象
的
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
読
者
に
印
象
を
与
え
る

の
は
心
理
分
析
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
神
秘
的
な
も
の
で
す
。
こ
の
生
き

生
き
と
描
か
れ
て
い
る
浮
舟
に
比
べ
、
宇

治
の
中
君
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
お
も
し

ろ
く
な
い
人
物
で
す
。
源
氏
物
語
の
中
で

浮
舟
の
如
く
魅
力
あ
る
人
物
は
他
に
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
人
物
を
創
造
で
き

る
紫
式
部
の
性
格
描
写
は
う
ま
い
、
と
い

ー

う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
魅
力
あ
る
小
説
と

い
う
も
の
は
個
性
あ
る
人
物
を
多
く
登
場

さ
せ
て
い
ま
す
が
、
源
氏
物
語
の
登
場
人

物
た
ち
も
、
十
人
十
色
の
個
性
を
も
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
西
洋
の
小
説
の
技
法
と

は
全
く
違
う
の
で
す
。

さ
て
、
私
は
今
ま
で
源
氏
物
語
の
他
、

近
代
・
現
代
文
学
の
作
品
も
色
々
翻
訳
し

て
き
ま
し
た
が
、
翻
訳
す
る
作
品
を
選
ぶ

時
は
、
源
氏
物
語
と
同
じ
よ
う
な
魅
力
を

も
つ
作
品
を
捜
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
魅
力
を
谷
崎
潤
一
郎
先
生
と
川
端
康
成

先
生
の
も
の
に
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
た
だ
し
川
端
先
生
の
作
品
は
、
よ

り
紫
式
部
に
近
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の

作
品
は
杼
情
的
で
、
本
当
に
不
思
議
な
日

本
的
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
描
写
、
人
物

描
写
が
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
二
十
年
も

昔
の
こ
と
で
す
が
、
国
際
ペ
ン
大
会
が
東

京
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
そ
の

準
備
委
員
会
の
席
上
で
、
川
端
先
生
が
、

ど
う
も
私
は
西
洋
の
作
家
と
の
社
交
は
苦

手
で
す
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
理
由
を

聞
れ
て
川
端
先
生
は
、
西
洋
の
作
家
と
日

本
の
作
家
の
関
心
ご
と
は
根
本
的
に
違
う
。

西
洋
の
小
説
家
は
や
は
り
人
間
中
心
に
な

っ
て
い
て
、
性
格
描
写
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
東
洋
、
特
に
日
本
の
小
説

家
は
人
間
に
興
味
な
く
、
人
間
を
創
る
こ

と
が
下
手
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
同
席

－ 3－
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し
て
い
た
芹
沢
光
治
良
先
生
は
「
雪
国
」

の
駒
子
の
例
を
あ
げ
て
、
「
そ
う
で
も
な

い
で
し
ょ
う
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
川
端

先
生
は
「
い
や
、
あ
れ
は
お
ば
け
で
す
」

と
簡
単
に
い
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
駒
子
を

お
ば
け
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
川
端
先

生
の
い
わ
れ
た
こ
と
は
わ
か
る
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
。
私
は
三
十
年
来
源
氏
物
語

に
興
味
を
も
ち
続
け
て
き
ま
し
た
か
ら
、

源
氏
の
登
場
人
物
た
ち
に
感
じ
て
い
た
も

の
が
、
川
端
先
生
の
い
う
お
ば
け
だ
と
思

っ
た
の
で
す
．
源
氏
物
語
で
は
自
然
を
比

嘘
に
し
て
人
物
描
写
を
す
す
め
る
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
描
写
の
手
法
が

そ
ん
な
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
も
、
と
に
か
く
登
場
人
物
と
そ
の
背
景

の
自
然
と
の
間
に
ほ
と
ん
ど
距
離
が
な
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
西
洋
の
十
九
世

紀
以
降
の
写
実
小
説
で
す
と
、
自
然
と
人

物
は
は
っ
き
り
離
れ
て
い
ま
す
。
い
や
む

し
ろ
自
然
と
戦
っ
て
い
る
場
面
が
多
い
と

さ
え
い
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
源
氏
物
語
で

は
人
物
は
き
ら
め
く
よ
う
に
、
ち
ら
っ
と

出
て
き
て
活
躍
し
、
ま
さ
し
く
自
然
の
如

く
消
え
て
い
き
ま
す
。
い
つ
も
背
景
に
な

っ
て
い
る
自
然
と
活
躍
す
る
人
物
は
溶
け

あ
っ
て
い
る
の
で
す
。
川
端
先
生
の
登
場

人
物
の
性
格
描
写
な
ど
は
紫
式
部
の
手
法

と
そ
っ
く
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

新
鮮
な
感
じ
を
読
者
に
与
え
ず
に
は
お
き

ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
谷
崎
文
学
に
つ
い
て
で
す
が
、

谷
崎
文
学
に
は
明
ら
か
に
源
氏
物
語
の
影

響
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
心
は
や
は
り

文
章
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
谷
崎
先
生
の

文
章
は
源
氏
物
語
の
訳
を
し
た
頃
か
ら
確

か
に
変
っ
て
き
て
い
ま
す
。
内
容
的
な
も

の
で
は
、
例
え
ば
「
細
雪
」
の
雪
子
、
こ

れ
な
ど
は
宇
治
の
大
君
に
似
て
い
る
と
い

え
ま
す
。
雪
子
の
モ
デ
ル
は
、
谷
崎
潤
一

郎
の
奥
さ
ん
の
妹
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
私
は
雪
子
の
造
形
に
は
二
人
の
モ

デ
ル
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
人

は
今
い
い
ま
し
た
奥
さ
ん
の
妹
、
そ
し
て

も
う
一
人
は
宇
治
の
大
君
だ
と
思
う
の
で

す
。
そ
れ
か
ら
ま
だ
翻
訳
し
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
谷
崎
作
品
の
中
で
特
に
杼
情
的
な

作
品
、
例
え
ば
「
吉
野
葛
」
な
ど
の
作
風

は
源
氏
に
似
て
い
ま
す
。

以
上
主
観
的
、
個
人
的
な
話
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
一
人
の
外
国
人
が
日

本
文
学
を
追
究
す
る
上
で
、
源
氏
物
語
の

存
在
が
い
か
に
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か

を
、
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
で
す
。

（
国
文
学
研
究
資
料
館
客
員
教
授
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
ｌ
昭
和
五
十
四

年
六
Ⅱ
三
十
日
当
館
主
催
の
第
十
回
公

開
織
油
会
に
お
け
る
講
油
要
旨
）

ー

鈴
木
眼
書
入
本
詩
経
集
註

本
書
は
「
書
林
豊
雪
斎
道
伴
刊
」
の
刊

記
の
あ
る
、
刊
年
不
明
の
朱
子
註
『
詩
経
集

註
三
外
題
・
内
題
同
じ
）
八
巻
八
冊
の
木

版
本
の
句
読
・
返
り
点
・
送
仮
名
に
、
朱

又
は
墨
筆
に
よ
る
改
訂
を
施
す
ほ
か
、
そ

の
頭
部
欄
外
に
、
鈴
木
服
等
が
墨
及
び
朱

筆
で
綿
密
な
書
入
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

渋
引
紙
表
紙
袋
綴
、
縦
二
七
・
九
セ
ン
チ
、

横
一
六
・
五
セ
ン
チ
の
縦
長
本
で
、
本
文

は
四
周
双
辺
縦
一
九
・
九
セ
ン
チ
、
横
一

三
・
六
セ
ン
チ
の
無
界
罫
紙
に
九
行
に
印

刷
さ
れ
て
い
る
が
、
頭
部
に
四
・
一
セ
ン

チ
の
欄
外
空
白
が
あ
り
、
こ
こ
に
書
入
が

施
さ
れ
て
い
る
．
書
入
は
複
数
と
認
め
ら

れ
、
鈴
木
肥
の
書
入
の
み
で
は
な
い
が
、

各
冊
に
「
服
按
」
「
朋
日
」
と
記
す
服
説
は

明
ら
か
に
服
自
身
に
よ
る
書
入
と
認
め
ら

れ
、
「
服
」
の
名
を
明
記
す
る
も
の
だ
け
で

も
、
巻
一
、
四
、
巻
二
、
四
、
巻
三
、
七
、

巻
四
、
一
、
巻
五
、
六
、
巻
六
、
四
、
巻

七
、
三
、
巻
八
、
三
、
計
三
二
個
処
に
わ

た
っ
て
、
服
の
考
説
に
接
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
服
は
本
居
学

派
の
国
語
学
者
と
し
て
、
『
言
語
四
種
論
』

『
活
語
断
続
譜
』
等
に
国
際
的
に
も
注
目

す
べ
き
卓
抜
な
業
績
を
挙
げ
て
国
語
学
史

を
飾
る
人
で
あ
る
が
、
本
来
服
は
、
本
居

宣
長
と
「
直
毘
霊
」
の
古
道
論
を
め
ぐ
っ

て
論
争
し
た
市
川
鶴
鳴
に
学
ん
だ
古
文
辞

学
派
の
儒
者
で
あ
り
、
尾
張
藩
に
禄
任
し
、

て
明
倫
堂
の
儒
者
を
勤
め
、
天
保
四
年
、

七
十
歳
で
は
じ
め
て
明
倫
堂
教
授
と
な
り
、

国
学
を
講
じ
る
に
至
っ
た
人
で
あ
る
。
し

新
収
資
料
紹
介
⑪

ー

蕊
た
が
っ
て
、
儒
学
者
と
し
て
も
、
『
大
学
参

解
』
『
論
語
参
解
』
『
四
書
雑
録
』
等
多
く
の

著
述
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
大

部
分
は
戦
災
の
た
め
に
灰
壗
に
帰
し
、
そ

の
漢
学
者
と
し
て
の
面
目
を
窺
う
べ
き
資

料
は
今
日
極
め
て
乏
し
く
、
『
離
屋
学
訓
』

『
離
屋
集
初
編
』
以
外
、
具
体
的
に
そ
の

考
説
を
窺
う
べ
き
資
料
は
極
め
て
少
な
い
・

そ
の
意
味
で
、
本
書
入
本
は
、
服
の
訓
話

の
実
際
を
見
る
べ
き
資
料
と
し
て
、
貴
重

な
も
の
と
言
え
る
。

な
お
、
本
書
に
お
け
る
服
以
外
の
書
入

の
筆
者
は
明
ら
か
で
な
く
、
本
書
の
伝
来

に
つ
い
て
も
確
か
で
な
い
が
、
本
書
各
冊

巻
頭
に
は
「
真
読
書
棲
」
の
朱
角
印
、
お

よ
び
「
乾
堂
」
の
朱
丸
印
が
押
し
て
あ
る
．

そ
し
て
当
館
高
田
信
敬
氏
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
乾
堂
は
尾
張
の
神
学
者
で
漢
学
に

詳
し
か
っ
た
河
村
益
根
（
秀
根
の
第
二
子
）

の
号
で
あ
る
か
ら
、
或
い
は
益
根
の
書
入

も
入
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
服
と
益

根
と
が
交
渉
を
有
し
た
か
否
か
な
ど
の
点

を
含
め
、
今
後
の
調
査
・
研
究
を
待
つ
べ

き
問
題
が
多
い
．
（
大
久
保
正
）

－4－
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国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
創
設
以
来
『
国

文
学
研
究
文
献
Ⅱ
録
』
を
毎
年
一
冊
ず
つ

綱
集
刊
行
し
て
、
論
文
の
氾
濫
す
る
現
今

の
国
文
学
界
の
研
究
怖
報
の
盤
理
提
供
に

一
役
買
っ
て
来
た
。
今
年
五
十
四
年
三
月

に
は
書
名
を
『
国
文
学
年
鑑
』
と
改
称
し
、

内
容
も
従
来
の
文
献
目
録
に
広
く
学
界
の

情
報
を
加
え
て
そ
の
充
実
を
図
っ
た
．
そ

こ
で
丁
度
よ
い
機
会
で
も
あ
る
の
で
、
こ

の
年
鑑
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
、

利
用
者
の
方
々
の
参
考
に
供
し
た
い
。

始
め
に
こ
の
年
鑑
に
至
る
ま
で
の
過
程

に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
周
知
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
こ
の
年
鑑
の
前
身
は
東
京
大

学
国
文
学
会
縄
の
『
同
語
国
文
学
研
究
文

献
目
録
』
で
あ
り
、
昭
和
三
十
八
年
分
の

Ｈ
録
か
ら
四
十
五
年
分
の
Ⅲ
録
ま
で
、
毎

年
一
冊
ず
つ
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
国
文
学
研
究
資
料
館
創
設
と
同
時

に
引
継
ぎ
、
将
名
を
『
国
文
学
研
究
文
献

目
録
』
と
改
称
し
、
第
一
冊
目
の
四
十
六

年
分
を
四
十
九
年
三
月
に
出
版
し
、
以
後
、

年
一
冊
の
割
で
五
十
一
年
分
ま
で
を
出
版

し
、
五
十
二
年
分
の
目
録
か
ら
『
国
文
学

年
鑑
』
に
切
り
変
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
書
名
か
ら
云
っ
て
三
期
に
分
か

国
文
学
年
鑑
に
つ
い
て

れ
る
の
で
あ
る
が
、
二
期
に
於
て
若
干
の

内
容
の
変
更
が
あ
っ
た
。

先
ず
、
害
名
の
変
更
。
書
名
か
ら
「
側

語
」
の
文
字
が
消
え
た
の
は
、
剛
語
学
関

係
の
論
文
採
録
を
取
り
止
め
た
と
い
う
こ

と
で
は
決
し
て
な
く
、
採
録
範
囲
・
採
録

規
準
は
従
前
通
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
国

語
学
関
係
の
論
文
目
録
に
は
既
に
国
立
倒

語
研
究
所
の
『
国
語
年
鑑
』
が
あ
る
の
で
、

当
館
で
は
国
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
の
使

い
や
す
さ
を
検
討
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
四
十
六
、
四
十
七
年
の
文

献
目
録
は
従
来
ど
お
り
の
論
文
配
列
で
あ

っ
た
が
、
四
十
八
年
分
か
ら
そ
の
配
列
を

変
更
し
た
．
た
と
え
国
語
学
の
論
文
で
あ

っ
て
も
、
或
る
作
品
或
る
時
代
に
限
定
さ

れ
た
論
文
は
、
そ
の
作
品
そ
の
時
代
の
側

文
学
の
論
文
の
後
に
続
け
て
配
列
し
、
特

定
の
枠
の
か
か
ら
な
い
も
の
を
文
学
一
般

の
中
に
配
列
し
た
の
で
あ
り
、
国
語
学
と

云
う
大
枠
を
外
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

次
に
、
こ
の
目
録
は
雑
誌
論
文
目
録
と

単
行
本
解
説
の
二
部
か
ら
成
っ
て
い
て
、

単
行
本
解
説
中
の
講
座
も
の
や
記
念
論
文

集
の
類
は
、
そ
の
所
収
論
文
を
も
う
一
度
雑

誌
紀
要
論
文
の
中
に
複
出
し
て
い
た
の
で

ｰ

あ
る
が
、
そ
の
複
出
を
取
り
止
め
た
．
第

三
に
、
書
評
と
単
行
本
解
説
に
付
し
て
い

た
参
照
頁
の
注
記
を
廃
止
し
た
．
こ
れ
ら

を
廃
止
し
た
理
由
は
手
間
暇
の
問
題
で
あ

っ
た
。こ

の
目
録
は
四
十
六
年
分
が
四
十
九
年

三
月
に
出
た
よ
う
に
、
当
初
か
ら
一
年
半

ほ
ど
の
遅
れ
が
あ
っ
た
（
翌
年
の
八
月
頃

刊
行
が
理
想
で
あ
ろ
う
か
ら
そ
れ
か
ら
更

に
一
年
半
の
遅
れ
で
あ
る
）
．
こ
の
遅
れ
を

埋
め
る
の
が
編
集
室
の
最
大
の
目
標
で
あ

っ
た
し
、
も
う
一
つ
、
価
値
あ
る
情
報
を

盛
り
込
ん
で
年
鑑
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す

る
企
画
が
あ
っ
た
．
こ
の
二
つ
の
目
標
を

一
日
も
早
く
達
成
す
る
た
め
に
は
、
編
集

室
の
現
有
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
は
動
き
が
と

れ
ず
、
手
間
の
か
か
る
仕
事
を
止
め
る
の

も
一
つ
の
手
段
で
あ
り
え
た
。
一
方
、
館

創
設
時
よ
り
文
献
目
録
委
員
会
を
設
け
、

館
外
か
ら
の
委
員
の
方
々
の
、
企
画
及
び

実
務
に
亘
る
御
協
力
を
得
て
、
ま
た
、
年

度
予
算
の
や
り
く
り
に
よ
っ
て
五
十
三
年

度
末
に
五
十
一
年
分
『
国
文
学
研
究
文
献

目
録
』
と
五
十
二
年
分
『
国
文
学
年
鑑
』

の
二
冊
の
刊
行
を
見
、
大
幅
な
遅
れ
を
取

り
も
ど
す
と
共
に
目
録
を
年
鑑
に
発
展
さ

せ
え
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
が
年
鑑
に
至

る
過
程
で
あ
る
が
、
次
に
年
鑑
の
内
容
に

つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

年
鑑
は
、
学
界
展
望
・
雑
誌
記
要
論
文

ー

目
録
・
単
行
本
解
説
・
学
界
消
息
の
四
部

か
ら
成
る
。
つ
ま
り
、
学
界
展
望
と
学
界

消
息
の
二
部
が
新
た
に
加
わ
っ
た
部
分
で

あ
る
。
こ
の
追
加
分
に
つ
い
て
云
う
な
ら

ば
、
例
え
ば
学
界
展
望
、
こ
れ
は
既
に
『
文

学
語
学
』
に
は
詳
し
い
展
望
が
あ
り
、
『
国

文
学
』
に
も
学
界
時
評
が
あ
り
、
し
か
も

年
間
に
膨
大
な
量
の
論
文
が
生
産
さ
れ
、

展
望
の
あ
り
方
そ
の
も
の
も
考
え
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
期
に
、
同
じ

様
な
展
望
を
一
つ
増
や
す
こ
と
が
ど
れ
ほ

ど
の
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
意
見
は
あ
っ

た
。
し
か
し
論
文
名
を
羅
列
的
に
並
べ
る

式
の
展
望
は
別
と
し
て
、
同
じ
年
の
展
望

で
も
筆
者
の
立
場
や
視
点
に
よ
り
か
な
り

違
っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
学
界

に
与
え
る
刺
激
は
大
で
あ
ろ
う
と
判
断
し

た
わ
け
で
あ
る
．
年
鑑
に
は
そ
の
年
の
論

文
と
著
書
が
網
羅
的
に
集
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
紹
介
は
そ
れ
に
譲
り
自
由
な
展
望

が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
学
界
消
思
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一

年
間
の
国
文
学
界
の
研
究
動
向
が
分
か
る

よ
う
な
記
事
、
或
は
の
ち
の
ち
ま
で
記
録

に
留
め
て
お
き
た
い
記
事
、
ま
た
は
あ
る

と
便
利
な
記
事
な
ど
を
考
え
て
、
学
会
一

覧
、
学
会
研
究
発
表
一
覧
、
新
指
定
文
化

財
目
録
、
科
学
研
究
費
等
交
付
一
覧
、
受

賞
一
覧
、
計
報
の
六
項
の
内
容
を
決
め
た
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
作
成
に
当
っ
て
は
採
録

－ 5－
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範
囲
・
基
準
な
ど
を
決
め
て
あ
っ
て
も
、

個
々
の
ケ
ー
ス
で
は
判
断
に
迷
う
場
合
も

あ
る
し
、
情
報
の
収
集
の
方
法
に
も
問
題

の
あ
る
場
合
が
あ
る
。
六
項
目
の
内
、
計

報
を
例
に
取
る
と
、
こ
れ
は
そ
の
年
に
逝

去
さ
れ
た
方
々
の
略
歴
・
業
績
・
没
年
等

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
情
報
源

は
新
聞
や
『
古
書
通
信
』
な
ど
の
計
報
欄

の
記
事
で
あ
っ
て
、
著
名
人
し
か
載
っ
て

お
ら
ず
、
中
堅
の
研
究
者
名
は
逸
し
て
し

ま
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
情
報
を

得
る
か
は
、
計
報
項
目
に
限
ら
ず
今
後
の

課
題
で
あ
る
。
以
上
増
補
分
に
つ
い
て
述

べ
た
が
、
年
鑑
の
本
体
で
あ
る
目
録
部
分

に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
．

雑
誌
記
要
論
文
目
録
に
採
録
す
る
論
文

は
、
勿
論
価
値
判
断
を
す
る
こ
と
な
く
網

羅
的
に
採
り
入
れ
て
お
り
、
ま
た
隣
接
諸

学
科
の
論
文
、
例
え
ば
歴
史
学
、
民
俗
学
、

比
較
文
学
な
ど
か
ら
も
関
連
の
深
い
も

の
は
採
録
し
て
い
る
。
編
集
の
立
場
と
し

て
は
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
論
文
情
報
を

出
来
る
だ
け
よ
く
整
理
し
て
提
供
す
べ
き

だ
と
考
え
る
。
論
文
そ
の
も
の
の
価
値
評

価
は
読
者
の
判
断
領
域
だ
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
．
も
う
一
つ
、
採
録
さ
れ
た
論
文

は
全
て
を
資
料
館
所
蔵
の
雑
誌
紀
要
類
か

ら
採
録
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
雑
把
な

云
い
方
で
恐
縮
だ
が
八
九
割
は
館
所
蔵
の

本
か
ら
で
あ
る
が
、
残
り
は
主
と
し
て
国

会
図
書
館
と
富
士
短
期
大
学
図
書
館
を
利

用
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。

単
行
本
解
説
の
方
は
ま
ず
出
版
情
報
の

収
集
か
ら
始
ま
る
。
目
録
が
遅
れ
て
い
た

時
期
は
『
出
版
年
鑑
』
を
利
用
し
て
来
た

が
、
現
在
で
は
情
報
漏
れ
を
後
で
チ
ェ
ッ

ク
す
る
の
に
見
る
程
度
で
あ
っ
て
、
出
版

情
報
の
収
集
は
本
屋
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

新
聞
広
告
、
『
こ
れ
か
ら
出
る
本
』
『
ウ
イ

ー
ク
リ
ー
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
『
納
本
週
報
』

『
印
刷
カ
ー
ド
速
報
』
な
ど
に
よ
り
リ
ス

ト
を
作
成
す
る
。
情
報
の
漏
れ
を
少
な
く

す
る
に
は
、
よ
り
多
く
の
情
報
に
目
を
通

す
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
雑
誌
論
文
の
カ

ー
ド
採
り
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
．
年
間
六

千
点
の
雑
誌
論
文
を
採
る
こ
と
は
、
六
千

点
の
カ
ー
ド
を
書
く
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ

の
裏
の
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
何
倍
も
の

論
文
タ
イ
ト
ル
を
目
で
追
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
う
わ
の
そ
ら
で
大
学
の
紀
要
の
目

次
を
追
っ
て
い
る
と
、
そ
の
中
の
一
繍
の

国
文
の
論
文
を
見
落
し
か
ね
な
い
の
で
あ

り
、
せ
っ
か
く
の
努
力
が
無
駄
に
な
る
の

で
あ
る
。
単
行
本
解
説
は
先
の
リ
ス
ト
を

も
と
に
文
献
目
録
委
員
の
方
々
に
執
筆
し

て
頂
い
て
い
る
。
こ
の
解
説
で
一
つ
注
意

し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
近
代
文
学
の
分

野
だ
け
は
、
純
粋
な
研
究
書
だ
け
を
解
説

し
て
、
全
集
、
文
庫
本
な
ど
の
作
品
集
の

解
説
は
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
典

ｰ

文
学
で
は
作
品
の
翻
刻
な
ど
も
解
説
し
て

い
る
の
で
、
片
手
落
ち
の
感
は
あ
る
が
、

近
代
文
学
は
一
般
向
け
の
も
の
も
多
く
、

ど
こ
ま
で
が
研
究
文
献
で
あ
る
か
の
判
断

も
む
ず
か
し
く
、
ま
た
現
在
生
産
さ
れ
て

い
る
現
代
の
作
品
を
全
て
取
り
込
む
か
、

ど
こ
で
切
る
か
の
問
題
も
あ
り
、
現
在
手

が
つ
け
ら
れ
な
い
の
が
実
情
で
は
あ
る
。

以
上
『
国
文
学
年
鑑
』
に
至
る
過
程
と
、

年
鑑
作
成
の
基
本
姿
勢
や
問
題
点
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
。
最
後
に
一
言
、
こ
の
年

鑑
の
中
心
部
分
は
あ
く
ま
で
論
文
目
録
と

単
行
本
解
説
で
あ
る
と
編
集
担
当
者
は
考

え
る
。
ち
な
み
に
数
字
を
あ
げ
る
と
、

年
雑
誌
論
文
単
行
本
総
頁
数

羽
年
約
四
四
○
○
二
六
七
二
三
八

別
年
約
六
四
○
○
八
二
三
四
四
○

右
の
よ
う
に
発
刊
時
の
詔
年
分
の
目
録
と

年
鑑
移
行
の
前
年
の
刷
年
分
の
目
録
と
で

は
研
究
論
文
数
に
大
き
な
差
が
あ
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
文
献
は
年
々
増
加

の
一
途
を
た
ど
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
情
報
を
出
来
う
る
限
り
多
く
収
録
し
、

ま
た
適
切
な
分
類
配
列
を
し
て
、
年
鑑
の

質
を
高
め
て
ゆ
き
た
い
。
今
ま
で
は
遅
れ

を
取
り
戻
す
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
内
容
の
向
上
に
務
め
た
い
。

年
鑑
作
成
に
当
っ
て
特
に
御
協
力
を
賜

っ
た
学
会
・
図
書
館
の
方
々
に
御
礼
申
し

上
げ
る
と
と
も
に
、
よ
り
一
層
の
御
助
言

ー

並
び
に
御
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

る
。
（
編
集
室
）

3rdinternationalConferenceonJapaneseLiterature

inJapan

第3回国際日本文学研究集会

日程1979年1 1 月 1 5 日 附 午 後 研 究 発 表

16日㈲午前研究発表

午後シンポジウム｢民間伝承(フ

ォークロア）と文学」

会場国文学研究資料館大会議室

参加費3,000円(当日受付）

主催国文学研究資料館

連絡先国文学研究資料館研究情報部情報室

(TEL.(03)785-7131内線401)

十
一
月
十
七
日
（
土
）
公
開
講
演
会

主
題
歌
舞
伎
ｌ
ス
ラ
イ
ド
使
用
ｌ

国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
服
部
幸
雄

「
歌
舞
伎
の
世
界
と
趣
向
」

立
教
大
学
教
授
松
崎
仁

「
側
の
仙
界
、
女
の
肚
界
ｌ
近
仙
戯
曲

の
柵
迩
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

－ 6－
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当
部
に
お
い
て
は
、
本
年
度
も
、
北
海

道
・
東
北
、
関
東
、
中
部
、
近
畿
、
中
国

．
四
国
、
九
州
の
各
地
区
に
わ
た
り
、
四

十
五
カ
所
七
千
点
の
調
査
と
、
二
十
五
カ

所
五
千
点
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
資
料

収
集
の
計
画
を
立
て
、
着
々
と
実
行
し
つ

つ
あ
る
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
順
調
に
調

査
・
収
集
を
進
め
る
た
め
に
は
、
関
係
各

位
の
い
っ
そ
う
の
御
理
解
と
御
協
力
が
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
こ

こ
に
多
大
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
図
書

館
・
博
物
館
・
文
庫
・
所
蔵
者
の
各
位
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
後
い

っ
そ
う
所
期
の
目
的
に
向
っ
て
事
業
の
輪

を
拡
げ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
大

方
の
御
理
解
と
御
協
力
を
期
待
し
て
や
ま

な
い
。次

に
昭
和
五
十
四
年
二
月
一
日
以
降
、

同
年
六
月
末
日
ま
で
に
当
部
で
行
っ
た
事

業
の
概
要
を
報
告
す
る
。

昭
和
五
十
三
年
度
第
二
回
国
文
学
文
献

資
料
収
集
計
画
委
員
会
の
開
催

二
月
二
十
七
日
、
当
館
中
会
議
室
に
お

い
て
開
催
、
昭
和
五
十
三
年
度
の
文
献
資

料
調
査
収
集
結
果
概
況
を
説
明
す
る
と
共

に
、
昭
和
五
十
四
年
度
調
査
収
集
計
画
の

文
献
資
料
部
事
業
報
告

堆
本
方
針
に
つ
い
て
有
益
な
御
意
見
を
い

た
た
い
た
。
国
公
立
機
関
所
蔵
文
献
資
料

に
つ
い
て
は
更
に
積
極
的
な
協
力
を
働
き

か
け
る
こ
と
、
一
般
文
庫
・
寺
社
・
個
人

等
所
蔵
文
献
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
は
格

段
の
予
算
的
配
慮
が
必
要
と
の
一
致
し
た

示
唆
が
あ
っ
た
。
ま
た
漢
籍
仏
典
の
収
集

範
囲
・
カ
ラ
ー
撮
影
の
問
題
が
討
議
さ
れ
、

さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
．

昭
和
五
十
四
年
度
国
文
学
文
献
資
料
収

集
計
画
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

本
年
度
の
収
集
計
画
委
員
と
し
て
、
再

任
五
名
、
新
任
五
名
、
計
十
名
の
方
々
に

委
嘱
し
、
四
月
一
日
付
を
も
っ
て
発
令
さ

れ
た
。
（
別
紙
名
簿
参
照
）

昭
和
五
十
四
年
度
国
文
学
文
献
資
料
鯛

査
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

本
年
度
の
文
献
資
料
調
査
員
と
し
て
、

北
海
道
・
東
北
地
区
六
名
、
関
東
地
区
二

十
五
名
、
中
部
地
区
十
五
名
、
近
畿
地
区

九
名
、
中
国
・
四
国
地
区
八
名
、
九
州
地

区
九
名
、
計
七
十
二
名
の
方
々
（
別
紙
名

簿
参
照
）
を
委
嘱
し
た
。
ほ
か
に
、
特
定

事
項
に
つ
い
て
の
調
査
・
収
集
に
御
協
力

い
た
だ
く
た
め
の
特
別
調
査
員
若
干
名
を

委
嘱
す
る
予
定
で
あ
る
。

ｰ

大
久
保
正

昭
和
五
十
四
年
度
第
一
回
文
献
資
料
収

集
計
画
委
員
会
の
開
催

五
月
十
六
日
、
当
館
中
会
議
室
に
お
い

て
開
催
、
互
選
に
よ
り
橋
本
不
美
男
氏
を

委
貝
長
に
選
定
し
た
。
文
献
資
料
部
よ
り

本
年
度
の
調
査
収
集
計
画
案
を
説
明
し
、

意
見
交
換
の
結
果
承
認
さ
れ
た
。
議
長
よ

り
調
査
・
収
集
の
問
題
点
に
つ
い
て
具
体

的
に
述
べ
る
よ
う
要
求
が
あ
り
、
文
献
資

料
部
側
か
ら
、
㈲
撮
影
許
可
条
件
に
差
が

あ
る
こ
と
、
口
文
献
資
料
所
蔵
図
書
館
・

文
庫
・
個
人
等
か
ら
、
搬
影
開
始
に
当
っ

て
当
館
担
当
責
任
者
を
打
合
せ
・
搬
影
指

導
に
派
遣
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
増
加
し
て
い
る
が
、
予
算
の
関
係
で
応

じ
切
れ
な
い
現
状
で
あ
る
こ
と
、
臼
遠
隔

地
の
撮
影
に
お
い
て
撮
影
ミ
ス
が
生
じ
易

い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
説
明
を
行

な
っ
た
。
そ
の
後
、
質
疑
応
答
が
行
な
わ

れ
、
収
集
の
対
象
・
範
囲
の
規
準
を
い
か

に
す
べ
き
か
、
特
に
漢
籍
の
収
集
範
囲
が

問
題
と
さ
れ
、
東
洋
文
化
研
究
所
に
お
け

る
漢
籍
調
査
の
実
情
も
調
査
し
、
国
文
学

文
献
資
料
と
い
う
立
場
か
ら
館
と
し
て
の

方
針
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

絵
巻
物
・
絵
本
等
に
つ
い
て
は
カ
ラ
ー
撮

影
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
が
多
く
の
委

貝
か
ら
出
さ
れ
、
ま
た
在
外
国
文
学
文
献

資
料
の
収
集
に
着
手
し
て
欲
し
い
と
の
強

い
要
望
が
な
さ
れ
た
。
当
部
と
し
て
も
検

ｰ

討
を
続
け
て
来
た
案
件
で
あ
り
、
今
後
い

っ
そ
う
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
こ
と
を
約

し
た
．
ま
た
沖
繩
の
調
査
・
収
集
を
早
急

に
具
体
化
す
る
よ
う
要
望
が
あ
り
、
当
部

と
し
て
も
そ
の
実
現
に
努
力
中
で
あ
る
旨

答
弁
を
行
っ
た
。

国
文
学
文
献
資
料
調
査
員
会
議
（
総
会
）

の
開
催

五
月
二
十
二
日
、
当
館
大
会
議
室
に
お

い
て
開
催
し
た
。
そ
の
次
第
は
左
の
通
り

で
あ
り
、
会
後
、
調
査
員
に
よ
る
調
査
・

収
集
の
た
め
の
活
動
が
着
々
と
進
め
ら
れ

て
い
る
。

一
、
開
会
の
辞

二
、
館
長
挨
拶

三
、
出
席
者
紹
介

四
、
議
事
（
そ
の
二

①
昭
和
五
十
四
年
度
国
文
学
文
献
資
料

調
査
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

②
昭
和
五
十
三
年
度
ま
で
の
文
献
資
料

調
査
収
集
結
果
に
つ
い
て

③
昭
和
五
十
四
年
度
の
文
献
資
料
調
査

収
集
計
画
に
つ
い
て

側
当
館
か
ら
の
要
望

五
、
議
事
（
そ
の
二
）

①
国
文
学
文
献
資
料
調
査
要
領
の
説
明

②
そ
の
他

六
、
閉
会
の
辞

七
、
地
区
別
・
文
庫
別
調
査
・
収
集
打

合
せ
（
文
献
資
料
部
長
）

－ 7－
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昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
当

館
に
整
理
閲
覧
部
の
新
設
が
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
に
と
も
な
い
研
究
情
報
部
の
機
構
の

変
化
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
従
来
の
研
究

情
報
部
の
整
理
閲
覧
室
（
マ
イ
ク
口
室
を

含
む
）
・
参
考
室
等
が
整
理
閲
覧
部
を
新
た

に
形
成
し
、
情
報
室
・
編
集
室
・
情
報
処
理

室
の
三
室
が
研
究
情
報
部
を
形
成
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
国
立
大
学
共
同

利
用
機
関
組
織
運
営
規
則
」
第
十
三
条
の

二
に
よ
れ
ば
「
研
究
情
報
部
に
お
い
て
は
、

国
文
学
に
関
す
る
研
究
文
献
お
よ
び
研
究

に
必
要
な
情
報
の
調
査
研
究
及
び
収
集
を

行
う
。
（
史
料
館
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
ご
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
研
究
情
報

と
は
何
か
と
い
う
根
本
に
立
っ
て
、
今
後

の
情
報
活
動
の
一
層
の
充
実
を
は
か
り
た

い
。
『
国
文
学
研
究
文
献
目
録
』
は
『
国

文
学
年
鑑
』
に
移
行
し
た
。
国
際
日
本
文

学
研
究
集
会
の
意
義
は
一
層
注
目
さ
れ
て

き
た
。
計
算
機
に
よ
る
目
録
編
集
や
資
料

管
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
も
進
捗
し
て
い
る
。

以
下
各
室
毎
に
情
況
を
報
告
す
る
．

㈲
情
報
室
。
第
三
回
国
際
日
本
文
学
研
究

集
会
を
本
年
十
一
月
十
五
・
十
六
日
に
開

催
す
る
こ
と
と
し
、
参
加
募
集
要
項
を
作

研
究
情
報
部
事
業
報
告

ド

古
川
清
彦

成
配
付
し
、
準
備
を
進
行
中
で
あ
る
。

新
聞
情
報
は
、
昭
和
五
十
三
年
版
『
国

文
学
年
鑑
』
用
に
記
事
の
整
理
を
行
っ
て

い
つ
タ
Ｏ

ま
た
今
年
度
か
ら
、
研
究
情
報
部
の
五

ヵ
年
計
画
の
臨
時
事
業
と
し
て
、
従
来
ブ

ラ
ン
ク
と
な
っ
て
い
た
昭
和
三
十
七
年
以

前
の
例
文
学
研
究
文
献
の
調
査
収
集
お
よ

び
目
録
の
刊
行
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
．

今
年
は
そ
の
第
一
年
度
と
し
て
、
主
と
し

て
雑
誌
・
紀
要
等
の
調
査
収
集
を
行
う
こ

と
と
し
、
情
報
室
が
拙
当
し
て
、
国
文
学

関
係
の
雑
誌
・
紀
要
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

の
入
手
情
報
の
調
査
お
よ
び
欠
号
補
充
等

を
開
始
し
て
い
る
。

口
編
集
室
。
昭
和
五
十
三
年
度
に
お
い
て
、

五
十
一
年
分
『
国
文
学
研
究
文
献
目
録
』

と
五
十
二
年
分
『
国
文
学
年
鑑
』
の
二
冊

を
刊
行
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
る
一
年
分

の
遅
れ
を
取
り
も
ど
す
と
と
も
に
、
内
容

的
に
も
年
鑑
と
云
う
形
に
充
実
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
た
。
本
年
度
は
五
十
三
年
分
の

『
国
文
学
年
鑑
』
を
三
月
末
刊
行
予
定
で

編
集
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
将
来
に
お
い

て
は
刊
行
日
を
一
月
、
十
月
と
遡
っ
て
、

八
月
ご
ろ
に
刊
行
す
る
の
が
望
ま
し
い
こ

ー

国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
、
文
献
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
に
よ
る
収
集
と
と

も
に
、
か
ね
て
、
雑
誌
論
文
等
研
究
情
報
の
収
集
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
幸
い
、

関
係
各
方
面
の
ご
協
力
に
よ
り
、
般
近
の
刊
行
物
に
つ
き
ま
し
て
は
か
な
り
網
羅
的

に
整
備
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
当
館
発
足
以
前
の
．
ハ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
つ
き
ま

し
て
は
、
な
お
か
な
り
欠
号
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
収
集
に
は
今
後
一
段
と
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
特
に
今
年
度
か
ら

は
、
今
ま
で
お
く
れ
て
お
り
ま
し
た
研
究
文
献
目
録
の
出
版
が
、
前
年
分
ま
で
追
い

つ
き
、
「
国
文
学
年
鑑
」
に
発
展
い
た
し
ま
し
た
の
を
期
と
し
て
、
従
来
空
白
と
な
っ

て
お
り
ま
し
た
昭
和
三
十
七
年
以
前
の
研
究
文
献
目
録
を
五
ヵ
年
計
画
で
作
成
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
論
文
採
録
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
、
学
会
誌
、
紀

要
等
の
パ
ッ
ク
ナ
ン
・
ハ
ー
を
整
備
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
各
大
学
関
係
学
部
・
短
大
・
学
会
等
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
、
鋭
意
欠

号
の
補
充
収
集
に
努
力
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
何
分
過
去
の
も
の
で
あ
る
た
め
、

既
に
そ
れ
ら
発
行
機
関
に
お
い
て
も
在
庫
の
な
い
も
の
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
い
て
は
、
も
し
お
手
も
と
の
学
会
誌
・
紀
要
等
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
で
、
当
館

に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
左
記
に
ご
連

絡
い
た
だ
け
れ
ば
ま
こ
と
に
幸
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
館
の
所
蔵
と
照
合
の
上
、
欠
け

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
ご
寄
贈
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
あ
つ
か
ま
し
い
お

願
い
を
し
、
お
手
数
を
わ
ず
ら
は
し
て
ま
こ
と
に
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
国
文
学

研
究
の
共
同
利
用
機
関
と
し
て
の
当
館
の
性
格
を
御
配
慮
い
た
だ
き
、
ご
協
力
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
．

学
会
誌
・
紀
要
等
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
寄
贈
の
お
願
い

昭
和
五
十
四
年
九
月

連
絡
先

記〒
一
四
二

束
京
都
品
川
区
豊
町
一
の
十
六
の
十

国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
情
報
部
情
報
室

（
電
話
）
伽
’
七
八
五
’
七
一
三
一

担
当
者
山
中
光
一
・
奥
出
健

ｰ

研
究
情
報
部
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と
で
は
あ
る
。
紀
要
は
第
六
号
を
刊
行
予

定
で
あ
る
。

目
情
報
処
理
室
。
当
館
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
昨
年
「
国
文
学
研
究

資
料
館
報
告
」
第
１
号
を
と
り
ま
と
め
た

が
、
今
年
は
当
館
で
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
、
第
２
号
「
国
文
学
研
究
資
料

館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
作
成
シ
ス
テ
ム
」
、

第
３
号
「
漢
字
デ
ー
タ
処
理
用
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア
」
、
第
４
号
「
図
書
資
料
管
理
シ
ス

テ
ム
」
の
三
つ
の
報
告
を
と
り
ま
と
め
（
第

２
号
、
第
４
号
は
整
理
閲
覧
室
と
共
同
）
、

関
係
方
面
に
配
布
し
た
。

経
常
的
な
事
業
で
あ
る
目
鈴
作
成
は
、

マ
イ
ク
ロ
資
料
に
つ
い
て
は
二
冊
Ⅱ
の
一

九
七
八
年
版
を
三
月
に
発
行
し
、
引
き
つ

づ
き
三
冊
目
の
一
九
七
九
年
版
の
作
成
に

着
手
し
て
い
る
。

論
文
デ
ー
タ
は
、
昭
和
四
十
川
～
川
十

九
年
の
六
年
分
を
す
で
に
入
力
し
て
い
る

㈲
整
理
閲
覧
室
。
昭
和
五
十
三
年
度
第
４

四
半
期
に
お
い
て
は
、
一
年
間
発
行
を
見

合
わ
せ
た
（
開
館
に
伴
っ
て
急
増
し
た
新

規
サ
ー
ビ
ス
業
務
等
の
処
理
と
、
電
算
機

導
入
調
整
の
た
め
）
目
録
等
の
編
纂
に
力

整
理
閲
覧
部
事
業
報
告

を
注
い
だ
．
そ
の
結
果
、
『
国
文
学
研
究

資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
一
九
七
八

年
』
、
『
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
逐
次
刊
行

物
目
録
一
九
七
九
年
』
、
『
国
文
学
研
究
資

料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
作
成
シ
ス
テ

が
、
引
き
続
き
耕
禎
の
た
め
の
入
力
を
行

っ
て
い
る
。

今
年
度
の
シ
ス
テ
ム
開
発
は
、
Ｄ
Ｂ
Ｍ

Ｓ
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
）
お
よ
び
昭
和
三
十
七
年
以
前

論
文
の
目
録
と
年
鑑
（
目
録
索
引
部
分
）

の
作
成
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
行
う
。
現
在

す
で
に
運
用
中
の
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
の

障
害
時
の
回
復
作
業
お
よ
び
業
務
統
計
取

得
機
能
の
向
上
を
は
か
る
改
良
を
行
う
計

画
も
す
で
に
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

一
九
八
○
年
版
以
降
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
目

録
の
内
容
の
充
実
、
語
彙
索
引
シ
ス
テ
ム
、

等
将
来
の
た
め
の
検
討
も
引
き
つ
づ
き
行

、
『
●
’
／
Ｏ

な
お
今
年
度
か
ら
オ
ペ
レ
ー
タ
委
託
先

が
変
わ
り
、
時
間
外
等
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

体
制
も
強
化
さ
れ
た
の
で
、
マ
シ
ン
の
運

行
も
一
層
円
滑
に
な
っ
た
。（

研
究
情
報
部
長
）

ｰ

本
田
康
雄

ム
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
報
告
第
２
号
）
、

『
図
僻
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
』
（
同
、
第
４

号
）
を
刊
行
し
た
。

ひ
き
つ
づ
き
四
月
か
ら
始
ま
っ
た
昭
和

五
十
四
年
度
第
１
四
半
期
は
、
整
理
閲
覧

部
の
新
設
が
成
り
、
こ
れ
ま
で
研
究
情
報

部
内
に
あ
っ
た
整
理
閲
覧
室
、
参
考
室
及

び
マ
イ
ク
口
室
が
分
離
し
、
新
た
に
部
と

し
て
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
．

事
業
計
画
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
サ
ー
ビ
ス

部
門
と
し
て
の
特
徴
を
も
た
せ
、
参
考
室

の
改
装
な
ど
、
よ
り
利
用
の
便
を
図
る
よ

う
努
め
て
い
る
。

川
受
入
業
務
。
逐
次
刊
行
物
の
受
入
シ

ス
テ
ム
を
図
書
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ

Ｃ
Ｓ
）
に
連
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来

の
手
作
業
事
務
の
改
善
を
始
め
た
。
こ
の

間
ゞ
そ
の
目
録
を
出
版
し
た
。

②
整
理
業
務
．
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
は

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
今
年

度
分
の
作
業
を
進
め
て
お
り
、
年
内
に
第

３
巻
を
作
成
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
。
若

干
滞
貨
し
て
い
た
単
行
書
に
つ
い
て
も
、

第
１
四
半
期
に
お
い
て
、
正
常
な
状
態
に

復
す
る
で
あ
ろ
う
。

③
閲
覧
業
務
。
五
月
末
に
は
、
利
用
登

録
者
数
が
三
○
○
○
人
を
超
え
た
。
さ
ら

に
、
利
用
者
援
助
と
し
て
、
ま
た
広
報
活

動
と
し
て
新
し
い
利
用
案
内
を
作
り
、
入

室
者
及
び
希
望
者
に
配
布
し
て
い
る
． ｰ

な
お
、
加
藤
節
子
が
助
手
と
な
り
、
鈴

木
一
正
が
終
理
係
長
に
（
東
京
商
船
大
学

よ
り
）
、
増
井
ゆ
う
子
が
受
入
係
に
着
任

し
た
。
整
理
係
長
で
あ
っ
た
内
藤
英
雄
は

東
京
工
業
大
学
へ
転
任
と
な
っ
た
。

目
参
考
室
。
参
考
質
問
の
受
付
、
回
答
、

参
考
用
図
書
の
選
定
。
参
考
用
資
料
の
作

成
に
従
事
し
て
い
る
。
参
考
用
資
料
と
し

て
は
『
館
蔵
活
字
本
謡
曲
曲
名
索
引
』
（
部

内
資
料
と
し
て
印
刷
中
）
、
『
漢
籍
類
書
項

目
索
引
』
（
作
業
中
）
な
ど
が
あ
る
。
国

文
学
の
普
及
業
務
と
し
て
、
①
講
演
会
は

六
月
三
十
日
（
土
）
一
時
三
○
分
よ
り

「
平
家
物
語
の
語
り
」
名
古
屋
大
学
助

教
授
山
下
宏
明
氏

「
源
氏
物
語
と
私
」
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

教
授
・
当
館
客
員
教
授
エ
ド
ワ
ー
ド
・

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
氏

を
開
催
し
た
。
参
加
者
三
二
○
名
で
当
館

大
会
議
室
に
あ
ふ
れ
る
盛
況
で
あ
っ
た
。

②
展
示
会
は
、
常
設
展
示
「
名
所
と
文
学
」

（
三
月
五
日
～
八
月
十
一
日
）
を
開
催
し
、

う
ち
六
月
二
十
二
、
二
十
三
の
両
日
は
近

世
文
学
界
の
春
季
大
会
に
併
せ
、
当
館
蔵

の
近
世
文
学
関
係
の
貴
重
書
を
中
心
と
し

た
「
近
世
文
学
小
展
示
」
を
開
催
し
た
。
な

お
、
参
考
図
書
の
増
加
に
伴
い
、
参
考
閲
覧

室
を
拡
大
し
て
書
架
を
増
設
す
る
と
共
に
、

常
設
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
カ
ウ
ン
タ
ー
を

室
の
中
央
に
配
置
し
て
利
用
者
援
助
を
強
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五
十
二
年
度
か
ら
実
施
の
共
同
研
究
は
、

昨
五
十
三
年
度
に
共
同
研
究
委
員
会
が
設

置
さ
れ
、
共
同
研
究
に
か
か
わ
る
基
本
事

項
を
審
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

主
と
し
て
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｃ

Ｓ
）
稼
動
の
た
め
「
資
料
利
用
規
程
」
の

一
部
を
改
正
し
た
。
す
で
に
利
用
者
に
は

周
知
さ
れ
て
い
る
磁
気
に
よ
る
「
資
料
利

用
カ
ー
ド
」
に
か
か
わ
る
諸
点
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
規
程
に
基
づ
い
て
い
る
、
「
相

互
協
力
要
項
」
の
整
備
を
行
っ
た
。
遠
隔

地
の
利
用
者
は
、
各
地
の
大
学
図
書
館
を

通
し
て
当
館
を
利
用
す
る
方
法
が
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
サ
ー
ビ
ス

は
文
献
（
図
書
及
び
マ
イ
ク
ロ
資
料
）
複

写
、
並
び
に
一
部
の
紙
焼
写
真
本
・
単
行

書
の
庇
出
し
で
あ
る
．

（
整
理
閲
覧
部
長
）

化
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
阿
部
好
臣
助
手
、
大
倉
加
代
子

事
務
官
が
配
置
転
換
さ
れ
た
（
整
理
閲
覧

室
よ
り
）
．
内
田
保
廣
助
手
、
藤
沢
美
智

子
事
務
官
は
退
職
し
た
．

〔
資
料
利
用
規
程
の
改
正
に
つ
い
て
〕

＊
共
同
研
究
＊

そ
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
、
五
十
三

年
度
は
写
本
版
本
の
二
班
に
わ
か
れ
、
写

本
班
で
は
、
す
で
に
五
十
二
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
来
た
初
雁
文
庫
解
題
研
究
を
継

続
し
、
ほ
ぼ
そ
の
目
標
を
達
成
し
た
。
さ

ら
に
五
十
四
年
度
は
、
共
同
研
究
委
員
会

の
決
定
に
基
づ
い
て
、
当
館
寄
託
の
久
松

家
蔵
本
の
解
題
研
究
に
取
り
く
む
こ
と
と

な
り
、
あ
わ
せ
て
初
雁
文
庫
解
題
の
最
終

的
処
理
（
出
版
の
た
め
の
原
稿
整
備
等
）

も
写
本
班
が
受
け
つ
ぐ
予
定
で
あ
る
。

五
十
三
年
度
に
発
足
し
た
版
本
班
は
、

年
度
い
っ
ぱ
い
、
俳
書
解
題
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
作
製
を
討
議
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、

酒
田
光
丘
図
書
館
蔵
俳
書
の
解
題
に
着
手

し
た
が
、
五
十
四
年
度
も
引
き
つ
い
で
お

こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。

（
福
田
秀
一
・
松
田
修
）

石
塚
英
弘
（
助
教
授
）

弘
年
４
月
１
日
～
弘
年
４
月
７
日

日
米
化
学
会
合
同
コ
ン
グ
レ
ス
情
報

分
科
会
出
席
講
演
（
米
国
）

ー

＊
海
外
研
修
＊

本
年
度
第
一
回
評
議
員
会
議
が
去
る
七

月
二
十
日
（
金
）
午
前
一
○
時
三
○
分
か

ら
当
館
中
会
議
室
に
お
い
て
石
井
議
長
ほ

か
十
四
名
の
評
議
員
の
出
席
を
得
て
開
催

さ
れ
、
管
理
運
営
の
概
況
、
昭
和
五
十
五

年
度
概
算
要
求
及
び
昭
和
五
十
四
年
度
事

業
等
に
つ
い
て
評
議
が
行
わ
れ
た
．

評
議
員
会
議
の
開
催

１
、
側
録
作
成
の
あ
ら
ま
し

２
、
デ
ー
タ
記
述

３
、
「
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ

イ
ル
ム
資
料
カ
ー
ド
」
作
成
要
領

４
、
シ
ス
テ
ム
の
概
要

５
、
旧
帳
票
と
テ
ス
ト
版
目
録

６
、
新
帷
票
と
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録

７
、
現
行
シ
ス
テ
ム
の
反
省
と
将
来
の

展
望

国
文
学
研
究
資
料
館
報
告
第
２
号

『
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資

料
目
録
』
作
成
シ
ス
テ
ム

一
九
七
九
国
文
学
研
究
資
料
館

（
内
容
目
次
）

ー

４
、
評
価
と
展
望

国
文
学
研
究
資
料
館
報
告
第
４
号

図
書
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム

１
、
シ
ス
テ
ム
の
背
景

２
、
シ
ス
テ
ム
の
機
能
と
操
作

３
、
シ
ス
テ
ム
解
説

国
文
学
研
究
資
料
館
報
告
第
３
号

漢
字
デ
ー
タ
処
理
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

①
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
環
境

②
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
環
境

１個
Ｐ
Ｄ
Ｍ
を
採
用
し
た
理
由

側
Ｐ
Ｄ
Ｍ
概
説

⑤
フ
ァ
イ
ル
構
成

⑥
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

ｍ
パ
ッ
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

一
九
七
九
国
文
学
研
究
資
料
館

一
九
七
九
国
文
学
研
究
資
料
館

（
内
容
目
次
）

（
本
号
Ｍ
・
脂
・
頁
参
照
）
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組 織 図

国
文
学
に
関
す
る
文
献
そ

の
他
の
資
料
の
調
査
研
究

及
び
収
集
を
行
う
。

庶
務
．
会
計
及
び
施
設
等

に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

つ
《
》
。

国
文
学
に
関
す
る
文
献
そ

の
他
の
資
料
の
幣
理
、
保

存
及
び
閲
覧
を
行
い
、
並

び
に
こ
れ
ら
に
必
要
な
調

炎
研
究
を
行
う
。

脚
文
学
に
関
す
る
研
究
文

献
及
び
研
究
に
必
要
な
情

組
の
員
査
研
究
及
び
収
集

を
行
う
．

わ
が
国
の
史
料
で
主
と
し

て
近
世
の
も
の
の
調
査
研

究
、
収
集
、
整
理
、
保
存
、
及

び
閲
覧
を
行
う
。

シ

国
文
学
に
関
す
る
研
究
文
献
及
び
研
究
に
必
要
な
情
報

の
調
査
研
究
及
び
収
集
を
行
う
。

国
文
学
に
関
す
る
索
引
、
目
録
そ
の
他
の
参
考
図
書
の

娼
集
及
び
刊
行
を
行
う
。

国
文
学
に
関
す
る
愉
頼
の
処
理
に
関
す
る
江
子
計
算
機

の
運
用
及
び
こ
れ
に
必
要
な
鋼
在
研
究
を
行
う
。

主
と
し
て
古
代
に
お
け
る
国
文
学
に
関
す
る
文
献
そ
の

他
の
資
料
の
調
壷
研
究
及
び
収
集
を
行
う
。

主
と
し
て
中
世
に
お
け
る
国
文
学
に
関
す
る
文
献
そ
の

他
の
資
料
の
調
査
研
究
及
び
収
集
を
行
う
。

主
と
し
て
近
世
に
お
け
る
国
文
学
に
関
す
る
文
献
そ
の

他
の
資
料
の
調
査
研
究
及
び
収
集
を
行
う
。

国
文
学
の
特
定
領
域
に
関
す
る
文
献
そ
の
他
の
資
料
の

調
査
研
究
及
び
収
集
を
行
う
。

会
計
及
び
庁
舎
の
管
理
並
び
に
施
般
に
関
す
る
事
務
を

行
う
。

町
方
に
関
す
る
史
料
の
調
査
研
究
及
び
閲
覧
を
行
う
。

村
方
に
関
す
る
史
料
の
調
査
研
究
及
び
収
集
を
行
う
。

史
料
の
整
理
、
保
存
及
び
収
集
を
行
う
。

武
家
、
公
家
及
び
寺
社
に
関
す
る
史
料
の
鋼
壷
研
究
及

び
収
集
を
行
う
。

国
文
学
に
関
す
る
参
考
業
務
を
行
う
。

脚
文
学
に
関
す
る
文
献
そ
の
他
の
資
料
の
整
理
、
保
存

及
び
閲
覧
を
行
う
。

庶
務
一
般
及
び
人
事
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

ｰ

国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
組
織
運
営
規

則
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
八
日
文
部

省
令
第
皿
号
）
及
び
国
立
大
学
共
同
利
用

機
関
の
内
部
組
織
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和

五
十
二
年
四
月
一
日
文
部
省
訓
令
第
６

号
）
の
一
部
が
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日

付
で
改
正
さ
れ
、
従
来
、
研
究
情
報
部
に

置
か
れ
て
い
た
整
理
閲
覧
室
及
び
参
考
室

を
整
理
閲
覧
部
と
し
て
組
織
の
拡
充
整
備

が
図
ら
れ
た
．

そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
上

の
組
織
図
の
と
お
り
で
あ
る
。

組
織
の
改
組
に
つ
い
て

外
国
人
研
究
員
（
客
員
教
授
）

昭
和
五
十
四
年
四
月
十
六
日

～
昭
和
五
十
四
年
八
月
十
五
日

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー

＊
＊

11



昭和54年9jl 国文学研究資料館報 第13号

国
文
学
研
究
資
料
館
評
議
員
名
簿

阿
部
秋
唯
実
拙
女
子
大
学
文
学
部
股
火
瓶
大
学
墹
憐
敬
授

石
井
良
介
束
爪
大
学
名
誉
戦
授

臼
田
催
五
郎
側
学
院
大
学
文
学
部
敬
授

小
田
切
進
立
教
大
学
文
学
部
敬
授
Ｈ
本
近
代
文
学
航
瑚
椛
肚

久
曾
神
昇
愛
知
大
学
踵
愛
知
大
学
理
小
股

児
玉
幸
多
学
制
院
大
学
文
学
部
敬
授

小
葉
田
淳
京
郁
大
学
墹
脊
敬
授

小
林
術
摘
冊
脇
大
学
敬
行
学
部
敬
授

斎
藤
正
東
成
川
立
博
物
館
催

佐
々
木
八
郎
早
柿
川
人
学
潴
憐
救
援

佐
藤
喜
代
治
Ｚ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
雛
敏
松
束
北
大
学
猫
憐
敬
媛

谷
山
茂
恵
岬
女
子
大
学
股

手
塚
富
雄
共
立
女
子
大
学
文
茨
学
部
救
援
東
京
大
学
名
誉
教
授

豊
田
武
法
政
大
学
文
学
部
教
授
東
北
大
学
名
誉
教
授

野
間
光
辰
皇
学
館
大
学
文
学
部
教
授
京
都
大
学
名
誉
教
授

秀
村
選
三
九
州
大
学
経
済
学
部
敬
授

宝
月
圭
吾
東
京
大
羊
描
誉
敬
授

松
尾
總
軟
判
院
大
学
墹
脊
戦
授

松
川
評
雄
側
井
館
獅
期
入
学
雌
來
求
大
学
墹
併
敬
披

山
本
達
郎
川
隙
咄
併
敬
大
学
大
学
院
敬
授
東
京
大
学
名
替
敬
授

昭
和
五
四
年
度

国
文
学
文
献
資
料
収
集
針
画
委
員
会
委
貝
名
簿

尾
上
膜
英
東
成
大
半
東
洋
文
化
研
究
所
敬
授

菊
地
魂
次
郎
束
点
大
学
史
料
網
さ
ん
所
敏
授

築
脇
裕
県
爪
大
軟
文
学
部
敬
授

角
川
一
郎
帝
求
人
学
文
学
部
敬
授

中
川
剛
吹
上
Ｗ
入
学
文
軟
部
数
授

永
械
安
明

野
田
寿
雄
叶
山
学
院
大
学
文
学
部
敬
授

僑
本
不
美
男
腐
内
庁
丹
陵
部
図
併
調
企
官

（
征
期
昭
和
九
三
年
七
Ｍ
一
日
～
昭
和
血
近
年
六
Ⅱ
三
○
Ⅱ

ｰ

〔
北
海
道
・
東
北
〕

片
野
達
郎
東
北
大
学
敬
愛
部
戦
授

金
沢
規
雄
窟
城
敬
汀
大
学
敬
汀
学
部
戦
授

佐
々
木
久
作
秋
出
大
学
敏
汀
学
部
戦
授

新
篠
協
三
山
形
大
学
敬
称
学
部
助
敬
授

高
橋
伸
幸
札
幌
大
学
女
子
測
期
大
学
部
助
敬
授

丸
山
茂
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
救
援

昭
和
五
四
年
度

国
文
学
文
献
資
料
調
査
員
名
簿

樋
口
芳
麻
呂
愛
知
教
育
大
学
数
育
学
部
敬
授

水
野
稔
明
治
大
学
文
学
部
敏
授

昭
和
五
四
年
度

文
献
目
録
委
貝
会
委
貝
名
簿

浅
井
滴
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
敏
行
学
部
敬
授

大
夫
武
師
鮮
岡
大
学
散
打
学
部
戦
授

篠
原
昭
二
東
京
大
学
敬
養
学
部
肋
戦
授

杉
本
邦
子
昭
和
女
ｆ
大
学
文
学
部
助
敬
授

瀬
戸
仁
神
奈
川
鼎
敏
育
委
側
会
指
導
部
高
校
教
育
課
主
幹

曽
倉
岑
青
山
学
院
大
学
文
学
部
赦
授

浜
野
卓
也

三
木
紀
人
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
敬
行
学
部
助
敬
授

山
口
明
穂
東
京
大
学
文
学
部
助
教
授

昭
和
五
四
年
度

情
報
検
索
委
員
会
委
員
名
簿

石
綿
敏
雄
茨
妓
大
学
教
養
部
教
授

稲
岡
耕
二
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授

桜
井
宣
隆
図
書
館
短
期
大
学
敬
授

西
村
恕
彦
東
京
農
工
大
学
工
学
部
敬
授

堀
内
秀
兇
東
京
医
科
歯
科
大
学
戦
餐
部
敏
授

水
谷
紳
夫
東
京
女
ｆ
入
学
文
踊
学
部
敏
授

山
本
毅
雄
東
京
大
学
大
切
汁
算
機
セ
ン
タ
ー
助
敬
授

〔
関
東
〕

青
木
贋
豪
川
本
大
学
知
期
大
学
部
助
敬
授

洩
兇
和
彦
成
狭
大
学
文
学
部
助
敬
授

池
川
和
臣
茨
雄
大
学
人
文
学
部
山
師

伊
聴
博
大
４
女
子
大
学
敬
授

岩
下
武
彦
東
京
女
子
大
学
文
理
学
部
撫
帥

岩
下
紀
之
剛
友
学
側
女
子
高
等
学
校
敬
諭

加
藤
裕
一
突
股
女
子
迩
期
大
学
助
敬
授

上
参
郷
祐
康
武
蔵
野
吉
楽
大
学
助
救
授

川
平
均
跡
見
学
園
女
子
大
学
鏡
師

近
篠
瑞
男
共
立
女
子
大
学
文
芸
学
部
鋼
帥

佐
喋
圀
久
関
東
蜘
期
大
学
鋼
帥

嶋
中
道
則
東
京
学
茨
大
学
敬
育
学
部
鵡
帥

杉
山
血
行
Ⅲ
本
大
学
維
滴
学
部
必
師

柵
り
つ
東
洋
大
学
文
学
部
助
敬
授

析
尾
武
成
城
大
学
文
芸
学
部
助
教
授

土
井
洋
一
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授

中
嶋
《
尚
千
葉
大
学
教
育
学
部
教
授

中
田
武
司
専
修
大
学
文
学
部
教
授

成
田
守
大
東
文
化
大
学
文
学
部
助
教
授

延
廣
真
治
東
京
大
学
教
養
学
部
助
敬
授

松
略
欺
江
東
京
女
学
館
撤
期
大
学
鯛
帥

三
町
洋
一
、
、
合
女
子
大
学
文
学
部
蛸
帥

河
本
端
夫
立
敏
女
学
院
測
期
大
学
淋
帥

村
松
友
次
東
洋
大
学
蝿
期
大
学
敏
授

渡
辺
秀
夫
東
横
学
側
女
子
撤
期
大
学
鵡
師

〔
中
部
〕

宇
野
茂
彦
愛
知
敬
育
大
学
敬
育
学
部
助
敬
授

釉
谷
興
紀
咽
学
鮪
大
学
助
教
授

水
越
論
揃
山
大
学
敬
養
部
肋
敬
授

棚
仲
沽
珊
巣
学
鮪
大
学
蝿
帥

杉
汕
暇
論
金
城
学
院
大
学
戦
授

加
川
悦
生
師
岡
女
ｆ
測
期
大
学
助
敬
授

尚
愉
亨
名
占
睡
大
学
数
養
部
鋼
帥

田
中
喜
美
春
岐
阜
大
学
教
育
学
部
助
教
授

ｰ
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田
中
新
一
愛
知
教
育
大
学
敬
育
学
部
教
授

長
友
千
代
治
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
助
敬
授

長
谷
川
端
中
京
大
学
文
学
部
敬
授

服
部
仁
Ｍ
川
大
学
文
学
部
助
手
雑
漁
師

三
保
サ
ト
子
冊
井
大
学
敬
育
学
部
助
敬
授

川
角
倉
一
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
助
敬
授

安
田
文
吉
南
山
大
学
文
学
部
講
師

〔
近
畿
〕

新
井
栄
蔵
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授

井
口
洋
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授

大
橋
正
叔
天
理
大
学
文
学
部
助
教
授

越
智
美
登
子
滋
賀
大
学
牧
育
学
部
講
師

加
納
重
文
京
都
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授

竹
下
豊
大
阪
女
子
大
学
文
芸
学
部
講
師

長
坂
成
行
奈
良
大
学
文
学
部
講
師

宗
政
五
十
緒
龍
谷
大
学
文
学
部
教
授

山
本
登
朗
光
華
女
子
大
学
謝
師

〔
中
国
・
四
国
〕

朝
倉
尚
岡
山
大
学
教
養
部
助
敬
授

芦
田
耕
一
胤
根
大
学
法
文
学
部
蕊
帥

熊
本
守
雄
山
口
女
子
大
学
文
学
部
助
敬
授

川
村
憲
治
愛
媛
大
学
法
文
学
部
撫
帥

被
上
正
孝
広
脇
大
学
学
校
数
育
学
部
助
敬
授

山
崎
誠
広
脇
女
子
大
学
文
学
部
獅
師

横
井
金
男
谷
川
県
明
善
短
期
大
学
教
授

横
山
邦
治
広
島
文
敬
女
子
大
学
文
学
部
教
授

〔
九
州
〕

荒
木
尚
熊
本
大
学
文
学
部
教
授

今
井
正
之
助
長
崎
大
学
教
育
学
部
講
師

小
川
幸
三
熊
本
短
期
大
学
講
師

工
藤
重
矩
福
岡
教
育
大
学
教
育
学
部
助
教
授

白
石
一
美
宮
崎
大
学
教
育
学
部
講
師

田
中
道
雄
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
教
授

中
本
環
熊
本
大
学
教
育
学
部
助
教
授

原
岡
秀
人
佐
賀
龍
谷
短
期
大
学
助
教
授

シ

若
木
太
一
憧
崎
大
学
教
養
部
助
教
授

〔
文
献
資
料
特
別
調
査
員
〕

久
保
木
哲
夫
郁
制
文
科
大
学
文
学
部
敬
授

杉
谷
寿
郎
Ⅱ
本
大
学
文
理
学
部
敬
授

松
原
秀
明
金
刀
比
継
窟
図
書
館
嘱
託
司
害

名
和
修
陽
明
文
庫
主
事

田
中
文
雄
東
海
学
圃
女
子
蝿
期
大
学
肋
敬
授

菊
地
仁
山
形
大
学
人
文
学
部
講
師

昭
和
五
十
四
年
度

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
委
員
会
委
員
名
簿

池
田
重
千
葉
大
学
教
育
学
部
教
授

井
本
農
一
聖
心
女
子
大
学
文
学
部
教
授

臼
田
甚
五
郎
国
学
院
大
学
文
学
部
教
授

長
谷
川
泉
学
習
院
大
学
講
師
（
非
）

ド
ナ
ル
ド
．
キ
ー
ン
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授

昭
和
五
十
四
年
度

共
同
研
究
委
員
会
委
員
名
簿

秋
山
暁
東
京
大
学
文
学
部
教
授

稲
賀
敬
二
広
臘
大
学
文
学
部
敬
授

佐
竹
昭
廣
京
郁
大
学
文
学
部
敬
授

神
保
五
彌
早
棚
田
大
学
文
学
部
救
授

松
崎
仁
立
救
大
学
文
学
部
敬
授

昭
和
五
十
四
年
度

共
同
研
究
委
員
名
簿

池
田
俊
朗
京
北
高
校
教
諭

井
上
宗
雄
立
教
大
学
文
学
部
教
授

尾
形
仇
成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授

加
藤
定
彦
立
教
大
学
一
般
教
育
部
講
師

雲
英
末
雄
早
稲
田
大
学
文
学
部
助
教
授

谷
地
快
一
東
洋
大
学
附
属
牛
久
高
校
教
強

中
野
沙
恵
東
京
女
子
医
科
大
学
講
師

三
輪
正
胤
大
阪
府
立
大
学
総
合
科
学
部
助
数
授

（
非
常
勤
講
師
）

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
～
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日

文
献
資
料
部
徳
田
武

（
明
論
大
学
よ
り
）

（
併
任
）

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
付

文
部
教
官
（
文
献
資
料
部
教
授
）

室
木
弥
太
郎

（
金
沢
大
学
よ
り
）

（
転
出
）

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
六
日
付

管
理
部
長
渡
遥
章

（
一
橋
大
学
へ
出
向
）

（
転
入
）

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
付

文
部
教
官
（
整
理
閲
覧
部
助
手
）

加
藤
節
子

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
六
日
付

管
理
部
長
小
泉
武

（
国
立
教
育
研
究
所
よ
り
）

（
辞
職
）

昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
付

文
部
教
官
（
研
究
悩
報
部
助
手
）

内
田
保
廣

（
四
月
一
日
共
立
女
子
大
学
就
職
）

森
川
昭
東
京
大
学
文
学
部
助
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ド（漢字／英数字いづれでも）を、当館のH-8195漢

字プリンタ出力フォーマットに変換するもので、KIP

の編集結果の他、ユーザプログラムのプリンタ出力を

漢字プリンタ出力に変換できる。

これらによって作成された出力は、システムアウト

プット(SYSOUT)のKクラスという所に蓄め込まれ、

ジョブ管理の制御のもとで出力ライタによって順次自

動的に漢字プリンタに取り出される。漢字プリンタを

出力ライタ経由とする方式はまだ殆ど普及していない

が、漢字プリンタを使用するジョブの競合によるシス

テム待ち時間をなくして運用上の効率をあげるのに非

常に役立っている。

図
目
漢
ソ

ー

3．実際の使用例

一例としてマイクロ資料、逐次刊行物目録作成シス

テムにおける漢字データ処理用ソフトウェアの使われ

方を見てみよう。（図－2参照）

入力帳票に書かれた原稿はパンチ業者に発注してK

SLのフォーマットで納入される。原稿の量が少い時

には漢字ビデオ端末からKSLオンライン修正を通して、

或は紙テープからKSL入力ユティリティで作成するこ

ともできる。

KSLフォーマットの原稿は目録作成の最初のプログ

ラムでチェックされ、エラーが見つかると、KSLオン

ライン修正システムにかけてエラー箇所を直す。この

操作は、丁度プログラムをコンパイルして、エラー箇

所をTSS端末からテキストエディタで修正するのと同

じようなイメージで容易に誰でも行なえる。

チェックの終わったKSLフォーマットの原稿は、目

録作成システムのプログラムでMARCに類似したフォ

ーマットのマスタファイルに変換される。このマスタ

ファイルに補助情報の付加や参照付加などの加工を行

ない、目録順ソートして編集プログラムに行くのが、

目録作成の基本的な流れである。目録順ソートの際に

は補助サブルーチンの「50音順ソートキイ作成」が使

用される。また作業用リストの作成やマスタアップデ

ートなどのメンテナンスプログラム群では、KPRSUB

による漢字出力や､漢字‘→EBCDIKコード変更などの

補助サブルーチンが活雌する。

目録の編集はマイクロ資料目録の場合と、逐次刊行

物目録の場合とで異る。逐次刊行物目録作成システム

の場合にはマスタファイルを細集してKHPに渡し、段

組や頁割つけをKHPで行なうが、マイクロ資料目録作

成システムの編集部分では、段組、頁割つけも行なっ

て直接出力ライタにひき渡す。（これはマイクロ資料

目録作成システムの開発時には、まだKHPが完成して

いなかったためである)。

マスタメンテナンスに於けるKPRSUBを用いて作

成したリスト、マイクロ資料目録の出力、KHPから

H-8195変換を通して得られた出力等はいづれも、

SYSOUT(データセット)Kクラスという場所に一旦

入れられる。この出力は英数字のラインプリンタと同

じようにオペレーテイシグシステムのジョブ管理で管

理され、スケジュールに従って自動的に漢字プリンタ

から出てくる。

4．おわりに

漢字データの処理はコンピュータソフトウェアの中で

もきわめて若い分野で、英数字を扱う場合のように標

準化されていない部分が多い。ここに述べたものは当

館のハードウェア、ソフトウェア環境のもとでの一つ

の標準化であり、そのまま他ユーザにもあてはめられ

るものではないが、より一般的な標準化への1ステッ

プになれば幸いである。

文献：国文学研究資料館情報処理室娼「漢字データ処理用ソフト

ウェア」国文学研究所資料館報告第3号（1979）

ー

(P2)
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－ 国文学研究資料館報告第3号の内容一

漢字データ処理用ソフトウェアについて

宮沢彰＊

作成の「漢字データ処理用ソフトウェア」である。ま

た、KHP(漢字編集プログラム）はメーカ作成のアプ

リケーションプログラムである。

KSL(漢字シンボリックライブラリ）ユティリティ

は英数字でのいわゆる「シンボリックライブラリアッ

プデート」ユティリティに対応するもので、漢字の原

稿データを入力、プリント、修正するためのプログラ

ム群である。

KPRSUB(漢字出力サブルーチン）はプログラム言

語PL/I用のサブルーチンであり、漢字プリンタ出力

を普通のラインプリンタ同様に手軽に処理できるよう

にしたものである。

補助サブルーチンは50音順配列のような漢字データ

処理の基本的機能をPL/Iから容易に扱えるようにし

たサブルーチンライブラリである。

H-8195変換は、一般のプリンタ制御文字付レコー

1．なぜ漢字データ処理用ソフトウェアが必要か

当館ではこれまでにマイクロ資科目録や逐次刊行物

目録をコンピュータ処理によって刊行している。また

閲覧貸出、利用者登録などの業務もコンピュータを利

用して行なっている。これらのシステム開発は3年以

上前から開始され、現在なお、よりトータルなシステ

ムに向けての開発を継続中であるが、これらの開発の

過程において、漢字データの基本的な処理に関するソ

フトウェアの不満が明らかになってきた。例えば漢字

データを含んだファイルを作業用に(漢字プリンタに）

プリントしてみるとか、データのうち一部を修正する

といった、どのシステムにも共通して必要となる作業

が、一々プログラムを作らないとできない。それもハ

ードウェアやデータ形式が違えば使えなくなるような

個別のプログラムにならざるをえない。これらはソフ

トウェアの生産性からいって極めて無駄の多いもので

ある。これも漢字データ処理の分野が、英数字データ

の場合に較べて極めて浅い歴史しかもっておらず、ソ

フトウェア体系が追いついていない、という点に起因

するのであろう。

当館ではコンピュータ導入当初からこの問題を重視

し､雅本的な漢字データ処理用ソフトウェア・ライブラ

リを設計開発して、すべてのユーザプログラムから共

通に使用し、システム開発の効率をあげるように考え

てきた。基本的なライブラリについては1979年3月段

階でほぼ完成し、当館のほとんどすべてのシステムの

中で使用されている。その詳細については報告書〔文

献1〕に譲ってここには概要のみ述べる。

ー

図－1

漢字デー

2 ｰ

2

2．漢字データ処理の概要

当館での漢字データ処理の流れは図一1のようにな

っている。図の中心部ユーザプログラムとある所が、

マイクロや逐刊の目録作成システム等個別のプログラ

ムであり、KSLユティリティ、KPRSUB、補助サブ

ルーチン、H-8195変換とあるのが共通に使える当館
四
回

一

データの流れ

一

制御

＊国文学研究資料館研究情報部情報処理室

(P1)
－15 －
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