
本
誌
「
論
究
日
本
文
学
」
は
一
○
年
以

上
前
に
年
一
回
か
ら
二
回
の
刊
行
に
切
り

替
え
て
以
来
、
時
に
発
行
の
遅
れ
は
あ
る

も
の
の
、
ま
ず
順
調
に
こ
れ
を
維
持
し
て

い
ま
す
。
刊
行
費
用
も
、
こ
の
低
金
利
の

時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
っ
か
り
し
た

会
員
の
存
在
、
ま
た
大
学
の
補
助
に
よ
っ

て
何
と
か
経
費
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。

原
稿
は
、
原
則
と
し
て
専
任
教
員
の
論

文
を
載
せ
る
こ
と
、
毎
年
六
月
に
行
わ
れ

る
「
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
」
の
大
会

発
表
を
経
た
も
の
、
ま
た
学
生
部
会
の
研

究
会
「
談
話
会
」
で
の
も
の
、
教
員
志
望

学
生
と
現
場
教
員
と
の
合
同
の
「
国
語
教

育
ゼ
ミ
」
の
も
の
、
そ
し
て
修
士
・
博
士

論
文
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
、
さ
ら
に
多
く

の
卒
業
生
の
も
の
、
時
に
は
依
頼
し
た
原

稿
で
成
っ
て
お
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
今

の
と
こ
ろ
良
好
に
働
い
て
い
る
の
で
す
。

年
に
数
回
持
た
れ
る
「
談
話
会
」
は
、

以
前
は
や
や
寂
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
近
年
は
世
話
人
の
努
力
や
院
生
の
増

加
が
あ
り
、
か
な
り
盛
況
が
続
い
て
い
ま

す
。
議
論
も
活
発
で
、
特
に
近
代
文
学
研

日
文
研
究
室
だ
よ
り

二
○
○
七
年
度

会
長
彦
坂
佳
宣

究
の
多
様
な
視
点
や
方
法
の
も
の
が
加
わ

り
、
そ
れ
が
古
典
分
野
の
研
究
視
点
に
も

刺
激
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
院
生
の

増
加
は
原
稿
が
生
ま
れ
る
素
地
と
な
り
、

教
員
も
多
忙
な
中
を
や
り
く
り
し
交
代
し

な
が
ら
、
全
体
と
し
て
良
く
研
究
的
水
準

と
定
期
刊
行
を
維
持
し
て
い
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
反
面
、
い
く
つ
か
の
問
題
も

あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
院
生
の
研
究
が
自
己
の
専
門
分

野
に
集
中
し
が
ち
で
、
広
い
研
究
視
野
を

体
験
し
、
学
問
的
な
裾
野
の
広
が
り
を
用

意
す
る
期
間
が
短
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

専
門
性
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
も
よ
る
の

で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
分

野
の
学
生
と
古
典
の
そ
れ
と
が
交
流
し
な

い
ま
ま
院
生
を
終
え
が
ち
で
す
。
学
年
間

の
交
流
も
少
な
い
こ
と
も
問
題
で
す
。
多

分
、
こ
れ
は
受
講
傾
向
に
つ
い
て
も
言
え

て
、
古
典
と
近
代
の
授
業
の
受
講
生
が
そ

の
専
門
性
に
応
じ
て
分
か
れ
が
ち
に
な
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
。
私
は
日
本
語
学
の
担

当
で
す
が
、
昔
の
よ
う
に
文
学
専
攻
の
学

生
が
沢
山
受
講
す
る
こ
と
も
少
な
い
の
で

す
。
文
学
の
基
礎
と
し
て
の
語
学
、
近
代

あ
る
い
は
古
典
の
基
礎
に
逆
の
分
野
が
貢

献
す
る
こ
と
も
あ
る
、
こ
う
し
た
点
を
院

生
も
学
生
も
、
ま
た
教
員
側
も
、
今
ま
で

よ
り
少
し
強
く
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
世
代
や
研
究
態
度
の
継

続
性
の
問
題
で
す
。
日
本
文
学
会
の
大
会

に
、
定
年
前
後
の
Ｏ
Ｂ
の
参
加
が
減
り
、

若
い
研
究
者
や
院
生
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
Ｗ
年
度
の
非
常
勤
は
か
な
り

入
れ
替
わ
っ
た
陣
容
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
変
化
が
新
生
面
を
開
く
良
い
方
向
に

働
く
こ
と
と
、
従
来
の
到
達
面
を
う
ま
く

継
承
す
る
こ
と
の
両
面
に
働
け
ば
良
い
と

思
い
ま
す
。
幸
い
に
、
近
年
で
は
学
際
的

な
視
点
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
超
え
た
素
材

を
含
む
研
究
、
ま
た
従
来
か
ら
の
民
俗
学

と
い
っ
た
多
彩
な
分
野
の
研
究
が
行
わ
れ

て
、
こ
の
専
攻
の
特
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。

各
時
代
や
文
学
・
語
学
を
含
む
広
い
分
野

に
そ
れ
ぞ
れ
専
任
教
員
が
居
る
の
も
強
み

で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
中
で
学
生
・
院
生

が
刺
激
を
受
け
て
育
っ
て
く
れ
る
よ
う
に

願
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
深
刻
な
の
は
、
学
生
の
勉
学

離
れ
で
す
が
、
こ
の
点
は
も
う
切
り
が
な

く
な
る
の
で
止
め
て
お
き
ま
す
。

（
二
○
○
六
年
度
主
任
）
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