
       

文
学
の
奥
深
さ
に 

魅
せ
ら
れ
て 

 

　
日
本
文
学
、な
か
ん
ず
く
近
代
文
学
に

は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
作
家
が
多
く
、

優
れ
た
作
品
が
あ
り
ま
す
。
今
回
紹
介
し

ま
す
、植
野
春
奈
さ
ん（
人
間
社
会
学
科

日
本
文
化
国
文
学
研
究
室
・
鳥
羽
耕
史

助
教
授
）も
、そ
の
近
代
文
学
に
魅
せ
ら

れ
た
ひ
と
り
で
す
。 

「
中
学
生
時
代
か
ら
国
語
が
好
き
で
し
た
。

大
学
に
入
っ
て
、一
般
教
養
で
先
生
の
講
義

を
受
け
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
こ
と
と
、国

語
と
文
学
の
授
業
の
違
い
、作
品
の
読
み

方
や
と
ら
え
方
に
ま
す
ま
す
興
味
が
深
ま

り
ま
し
た
」 

と
言
う
植
野
さ
ん
で
す
が
、 

「
心
理
学
に
も
興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、

文
学
に
描
か
れ
た
心
理
の
方
が
深
く
感

じ
ら
れ
ま
す
」 

と
い
う
考
え
方
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。 

　
さ
て
、多
く
の
作
家
の
中
か
ら
植
野
さ

ん
が
卒
論
の
対
象
に
選
ん
だ
の
が
国
木

田
独
歩
で
、彼
の
多
く
の
作
品
か
ら
「
春

の
鳥
」
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
初
め
て
読

ん
だ
と
き
か
ら
心
に
と
ど
ま
っ
た
作
品
で

す
。 

　
国
木
田
独
歩
は
１
８
７
１
年
に
千
葉

県
銚
子
で
生
ま
れ
、本
名
は
哲
夫
。
東
京

専
門
学
校（
現
在
の
早
稲
田
大
学
）に
在

学
中
、「
青
年
思
海
」「
女
学
雑
誌
」
に
投

稿
。
日
清
戦
争
の
時
に
は
「
国
民
新
聞
」

の
従
軍
記
者
と
し
て
記
事
を
書
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、１
８
９
７
年
に
最
初
の
小
説『
源

叔
父
』
を
発
表
。
代
表
作
と
し
て
は
『
武

蔵
野
』『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』な
ど
が
あ
り
ま

す
。 

　
「
春
の
鳥
」
は
知
的
障
害
児
を
描
い
た

作
品
で
す
。
主
人
公
、六
蔵
は
『
一
か
ら
十

ま
で
の
数
が
ど
う
し
て
も
読
め
ま
せ
ん
』

と
い
う
人
で
し
た
。
六
蔵
は
『
空
を
自
由

に
飛
ぶ
鳥
が
よ
ほ
ど
不
思
議
』
だ
っ
た
よ

う
で
、あ
る
日
彼
は
、城
山
と
呼
ば
れ
て
い

る
山
の
高
い
石
垣
の
上
か
ら
飛
び
降
り
て

死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時
小
説
の
語

り
手
は『
六
蔵
は
鳥
の
よ
う
に
空
を
か
け

回
る
つ
も
り
で
石
垣
の
角
か
ら
身
を
お
ど

ら
し
た
も
の
と
』思
う
、と
い
う
内
容
で
す
。

（
注
・『
』内
は
本
文
参
照
） 

　
若
い
植
野
さ
ん
は
、こ
の
古
い
作
品
の

ど
こ
に
ひ
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
作
品
の
中
に
あ
る
悲
哀
感
、死
に
つ
い
て

や
、人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど
、何
度
も

読
む
ご
と
に
深
く
な
っ
て
い
く
の
が
お
も

し
ろ
い
で
す
。
そ
れ
に
古
い
文
章
は
素
朴

で
簡
潔
で
読
み
や
す
い
で
す
」 

  

文
学
は 

人
生
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン 

 

　
研
究
室（
ゼ
ミ
）に
は
現
在
、社
会
人
１

名
を
含
ん
で
１３
名
の
参
加
者
が
い
ま
す
。

毎
回
そ
れ
ぞ
れ
の
受
講
生
が
持
ち
回
り
で
、

戦
後
を
中
心
と
す
る
近
代
文
学
か
ら
選

ん
だ
作
家
や
作
品
に
つ
い
て
、そ
の
生
い

立
ち
や
作
品
の
感
想
な
ど
を
発
表
し
ま
す
。 

「
発
表
は
本
人
の
や
り
た
い
こ
と
を
尊
重

し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、ひ
と
り
よ
が
り

の
感
想
に
な
ら
な
い
よ
う
に
課
題
を
出
し

た
り
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
」 

と
、鳥
羽
先
生
。
植
野
さ
ん
や
受
講
生
た

ち
か
ら
も
、 

「
発
表
の
あ
と
、違
う
意
見
や
感
想
、読
み

方
な
ど
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
と
て
も
勉
強

に
な
り
ま
す
。
ま
た
自
分
の
興
味
の
な
い

も
の
を
読
ん
だ
り
勉
強
す
る
こ
と
は
、こ

う
い
う
機
会
が
な
け
れ
ば
し
な
い
の
で
、

参
考
に
な
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」 

と
い
う
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。 

　
鳥
羽
先
生
は
、県
立
文
学
書
道
館
の
開

催
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
新
聞
に
依
頼

さ
れ
て
寄
稿
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、

多
方
面
で
活
躍
。 

　
他
の
ゼ
ミ
の
よ
う
に
コ
ン
パ
な
ど
も
開

き
ま
す
が
、新
入
生
歓
迎
や
追
い
出
し
な

ど
、受
講
生
の
運
営
に
任
せ
て
必
要
最
低

限
。
し
か
し
受
講
生
の
中
に
い
る
と
生
徒

と
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
若
く
、就
職
の

相
談
な
ど
、先
輩
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、

受
講
生
と
同
じ
世
代
感
性
で
ゼ
ミ
を
進

め
て
い
き
ま
す
。 

　
文
学
を
学
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
、国

語
の
先
生
や
関
係
す
る
職
業
に
就
く
と
い

う
人
は
少
な
い
よ
う
で
す
が
、文
学
を
通

じ
て
学
ん
だ
こ
と
は
、受
講
生
そ
れ
ぞ
れ

の
人
生
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

「
ゼ
ミ
に
参
加
し
て
、本
を
読
む
こ
と
の
お

も
し
ろ
さ
が
ま
す
ま
す
増
し
ま
し
た
。
文

学
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
、社
会
に
出
て
か

ら
生
か
せ
る
こ
と
は

多
い
と
思
い
ま
す
し
、

読
書
は
ず
っ
と
続
け

ま
す
」 

と
、植
野
さ
ん
。 

 

　
最
後
に
、読
書
に

つ
い
て
、フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
の
女
流
小
説
家
レ

ー
ナ
・
ク
ル
ー
ン
の

言
葉
を
紹
介
し
ま
す
。 

　
『
文
学
は
何
を
私

に
教
え
て
く
れ
た
の
か
、と
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
文
学
か
ら
学
ん
だ
こ
と
、そ
れ
は
、人

の
生
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
人
が
成
す
こ
と
も
、人

が
成
す
行
為
も
、自
分
と
無
関
係
で
は
な

い
の
で
す
。
文
学
は
、無
関
心
や
不
熱
心

や
無
頓
着
と
闘
っ
て
い
ま
す
。
人
間
と
い

う
個
体
は
短
命
で
小
さ
な
現
象
で
す
が
、

人
が
与
え
る
意
義
や
担
う
意
義
と
い
う
の

は
小
さ
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、人
が

選
択
し
た
り
行
動
し
た
り
言
葉
を
発
し

た
り
す
る
う
え
で
も
存
在
し
、あ
ら
ゆ
る

瑣
末
な
日
常
の
中
に
お
い
て
も
、そ
の
意

義
自
体
に
お
い
て
も
存
在
す
る
も
の
な
の

で
す
。
』 

（
レ
ー
ナ･

ク
ル
ー
ン
講
演  

「
筆
を
執
る
必
然
性
」
よ
り
抜
粋 

訳:

末
延
弘
子 

東
海
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学
湘
南
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週
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前
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よ
り
許
可
を
得
て
転
載
） 
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