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エ
ッ
セ
イ

小
特
集
「
私
に
と
っ
て
の
日
文
研
と
日
本
研
究
」

「
当
然
」
の
陥
井

マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン

去
る
一
〇
月
に
今
道
友
信
氏
が
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
。
我
々
人
間
の
言
語
に
対
し
て
無
い
も
の
を
新
た
に
考

え
出
す
作
用
を
期
待
し
た
哲
学
者
、
文
化
の
狭
間
に
い
た
一
人
で
あ
る
。
今
道
氏
の
提
唱
し
た
想
像
力
を
発
展

さ
せ
る
た
め
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
は
「
当
然
」
と
の
付
き
合
い
で
あ
る
が
、
氏
の
そ
れ
へ
の
貢
献
に
言
及
す

る
前
に
、
縁
側
に
一
座
を
求
め
て
ゆ
っ
く
り
と
考
え
て
み
た
い
。

縁
側
に
秋
の
仄
か
な
光
が
訪
れ
る
。
膝
元
が
あ
た
た
ま
る
。
山
の
方
よ
り
鹿
の
声
が
す
る
。
ク
ヌ
ギ
に
栗
、

ド
ン
グ
リ
に
栃
。
マ
ッ
チ
で
も
刺
し
て
人
形
を
つ
く
り
、
炒
っ
て
も
蒸
し
て
も
コ
ー
ヒ
ー
に
餅
の
季
節
柄
。
生

ま
れ
て
育
つ
環
境
に
馴
染
め
ば
、
多
く
の
こ
と
を
自
由
に
使
い
こ
な
し
、
生
き
る
事
を
ま
な
び
、
安
定
感
を
得

る
。
一
方
、
適
応
し
た
環
境
に
親
し
く
な
っ
た
余
り
、
そ
の
特
色
を
自
覚
し
な
い
ほ
ど
の
「
当
然
」
も
あ
ろ

う
。「
四
季
」
も
慣
れ
た
風
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
込
む
傾
向
に
あ
る
。
世
に
は
万
の
四
季
類
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
己
の
四
季
観
念
に
捕
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
常
識
」
は
安
定
を
ば
保
証
す
る
か
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も
分
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
自
覚
な
い
し
認
識
と
し
て
は
誤
謬
が
か
な
り
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
挨
拶
言
葉
か

ら
、
衣
食
住
を
経
て
政
界
の
談
義
ま
で
、
か
か
る
「
当
然
」
の
ま
ま
の
心
地
良
さ
で
生
き
る
か
。
或
は
目
覚
め

て
み
な
が
ら
の
不
安
を
憚
ら
ず
、「
当
然
」
に
挑
戦
し
て
み
る
か
。
我
々
は
古
里
を
離
れ
て
す
ぐ
さ
ま
こ
の
よ

う
な
疑
問
を
も
ち
は
じ
め
、
誘
惑
を
う
け
、
冒
険
に
出
会
う
だ
ろ
う
。
こ
の
際
、
不
安
な
航
路
に
出
帆
は
す
る

が
、
向
こ
う
の
海
岸
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
新
し
い
安
定
感
を
獲
得
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
保
証

は
つ
か
ず
、
リ
ス
ク
を
掛
け
る
こ
と
に
な
る
。

事
実
、
人
類
の
大
部
分
は
夙
に
古
里
を
遊
離
し
出
し
て
い
る
。
世
中
の
過
去
は
渓
谷
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た

る
道
々
で
現
在
の
大
道
に
合
流
し
て
い
る
。
神
話
学
を
は
じ
め
、
天
文
学
や
医
学
、
近
代
物
理
学
の
量
子
研
究

ま
で
、
東
西
南
北
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
古
事
記
や
万
葉
集
の
歌
が
ス
ト
ラ
ビ
ン
ス
キ
ー
や
シ
ョ
ス
タ
コ
ー

ヴ
ィ
チ
の
曲
の
題
材
と
な
り
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
第
九
演
奏
会
が
日
本
の
大
晦
日
行
事
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の

バ
ー
バ
ー
作
の
曲
に
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
曲
法
を
組
ん
で
、
現
在
中
国
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
。
そ
し

て
武
満
の
曲
は
パ
リ
や
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
で
響
く
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
文
化
は
場
所
と
時
間
を
超
え
て
、
多
彩

に
、
多
様
に
受
容
さ
れ
、
地
球
を
巡
っ
て
い
る
。

確
か
に
某
共
同
体
が
自
ず
か
ら
の
文
化
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
感
に
捕
わ
れ
た
時
代
は
疾
う
に
過
ぎ
た
。

ま
た
、
そ
の
共
同
体
員
を
そ
の
共
同
体
の
隷
属
物
と
の
み
限
定
し
て
い
る
考
え
も
最
早
あ
た
ら
な
い
。
ド
ナ
ル

ド
・
キ
ー
ン
氏
は
、
今
は
日
本
国
籍
に
な
っ
た
如
く
。
し
か
し
規
範
的
に
人
間
・
集
団
・
個
人
を
地
域
的
に
、

そ
の
祖
先
の
縁
に
よ
っ
て
政
治
的
に
、
教
育
的
に
縛
り
、
拘
束
す
る
こ
と
は
無
益
で
あ
ろ
う
と
も
、
完
全
な
自

由
自
在
は
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
個
々
の
事
情
、
個
々
の
集
団
と
個
人
の
過
去
に
起
因
し
て
い
る
制
限

は
自
然
に
あ
る
と
認
め
て
も
、
そ
れ
を
無
視
す
れ
ば
自
覚
に
は
深
見
が
欠
け
て
し
ま
う
。
否
応
無
し
に
限
度
を

も
た
ら
す
要
素
は
歴
史
に
起
因
し
、
生
ま
れ
て
身
に
付
く
言
語
（
話
す
こ
と
、
答
え
る
こ
と
）
な
ど
に
根
ざ
し
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て
い
る
。
場
所
や
、
気
候
、
農
法
な
ど
は
変
わ
っ
て
も
移
動
す
る
人
間
は
神
話
、
言
葉
や
伝
承
を
い
わ
ば
抱
え

て
運
ん
で
い
く
。
規
範
的
ラ
シ
サ
観
念
、
人
間
と
文
化
の
同
一
性
、
規
範
的
な
型
と
い
う
問
題
な
ど
は
さ
て
お

い
て
、
先
に
駆
け
て
い
る
形
成
結
果
（
伝
統
）
自
体
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
歴
史
的
な
深
層
は
潜
在

し
て
も
、
善
く
も
悪
し
く
も
顕
在
化
し
う
る
。
歴
史
の
作
用
は
国
籍
の
枠
を
超
え
る
が
、
優
れ
て
具
体
的
な
環

境
に
起
源
し
て
い
る
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
病
理
を
論
じ
る
仕
事
即
ち
病
歴
の
分
析
で
あ
る
よ
う
に
。

ト
ラ
ウ
マ
の
理
解
は
即
ち
当
該
人
の
過
去
の
捜
査
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
名
言
で
あ
るE

X
 N
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O
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（
無
前
提
の
学
問
）
と
い
う
呼
び
か
け
が
上
記

の
主
張
に
逆
ら
い
、
一
世
を
風
靡
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
百
科
事
典
類
も
デ
カ

ル
ト
の
原
理
を
継
承
し
、
伝
統
（
伝
承
）
に
し
た
が
う
認
識
法
に
反
し
て
理
性
と
い
う
概
念
を
対
処
さ
せ
た
。

現
在
の
自
然
科
学
の
ま
た
と
な
い
影
響
力
は
既
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
実
は
ハ
イ
ド
エ
ッ
ガ
）
に
違
和
感
を
抱
か

せ
た
が
、
無
前
提
的
理
性
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
客
観
性
へ
の
期
待
に
も
と
づ
く
世
界
観
を
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・

ガ
ダ
マ
ー
（
実
は
ガ
ー
ダ
マ
）
が
そ
の
著
名
な
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
根
本
的
に
問
い
直
し
た
こ
と
が
周

知
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
所
見
に
は
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
る
の
で
批
判
も
勿
論
あ
び
た
が
、
こ
こ
で
は

世
の
解
釈
法
を
巡
る
認
識
へ
の
貢
献
の
一
面
と
し
て
、
先
入
観
の
意
識
化
に
つ
い
て
の
見
解
を
評
価
し
た
い
。

ガ
ダ
マ
ー
の
見
解
で
は
或
は
人
と
式
代
（
会
話
）
し
な
が
ら
自
分
を
問
い
、
或
は
古
典
を
解
釈
す
る
仕
事
は
、

取
り
も
直
さ
ず
問
答
式
の
形
式
で
研
究
者
自
ら
の
前
提
（
先
入
観
）
を
意
識
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
認
識

が
う
ま
れ
る
と
い
う
。

伝
来
し
て
い
る
古
典
お
よ
び
歴
史
と
の
会
話
を
通
じ
て
自
ず
か
ら
の
先
入
観
を
問
う
切
っ
掛
け
と
な
る
必
然

を
提
唱
し
た
意
味
は
大
き
い
。
即
ち
己
の
視
野
を
広
げ
る
行
為
は
少
な
く
と
も
私
見
の
相
対
化
に
つ
な
が
る
。

制
限
さ
れ
た
人
間
の
認
識
力
で
理
性
的
客
観
性
が
得
ら
れ
る
か
を
め
ぐ
る
是
非
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
論
じ
る
余
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裕
は
な
い
が
、
ガ
ダ
マ
ー
の
認
識
論
に
し
た
が
え
ば
、
研
究
者
は
せ
め
て
過
去
、
文
化
、
他
人
を
同
等
の
相
手

と
認
め
、
私
見
を
相
対
化
、
つ
ま
り
拡
大
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

例
え
ば
挨
拶
の
用
語
、
漢
語
で
は
な
い
「
お
そ
れ
い
り
ま
す
」
な
ど
の
中
国
か
ら
受
け
継
い
だ
語
彙
の
翻
訳

性
、「
批
判
・
名
刺
・
お
辞
儀
」
な
ど
の
語
意
と
習
慣
、
歌
の
音
階
、
謙
遜
の
理
念
、
サ
カ
ナ
（
酒
菜
）
が
魚

の
意
味
を
帯
び
た
背
景
、
冬
至
に
近
い
お
正
月
を
依
然
と
し
て
新
春
と
す
る
年
賀
の
風
習
。
や
は
り
「
当
然
」

が
多
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
を
見
て
も
同
様
。
イ
エ
ス
に
よ
る
救
済
を
中
心
と
す
る
信
仰
、
社
会
主
義
と
民
主

主
義
、
各
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
絶
対
的
な
真
実
に
近
い
通
念
と
し
て
定
着
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。
理
念
は
即

ち
真
実
概
念
に
絡
み
、
融
通
を
限
ら
せ
る
性
質
が
著
し
い
。
大
学
と
訳
さ
れ
て
い
るU

niversitaet

（
中
世
の

「
共
同
全
体
」）
も
よ
く
単
純
に
西
洋
近
代
学
問
の
「
全
般
・
百
科
」
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
言
葉
の
原
意
が

意
識
か
ら
離
れ
、
残
る
の
が
無
意
味
の
音
の
み
。
こ
れ
ら
の
「
当
然
」
と
い
う
誤
謬
が
驚
く
ほ
ど
拡
散
し
て
い

る
。
さ
れ
ば
こ
そ
「
当
然
」
の
常
識
を
揺
る
が
す
際
、
危
機
感
を
お
こ
し
か
ね
な
い
。
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
感

謝
を
覚
え
ず
に
、
か
え
っ
て
違
和
感
を
抱
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
端
的
に
示
す
例
を
語
れ
ば
、
岡
倉
天
心
の

T
he B

ook of Tea

と
い
う
本
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
概
念
「D

asein

」（
現
存
、
中
国
で
は
在
世
と
も
）
の
ヒ
ン

ト
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
今
道
友
信
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
教
え
子
ガ
ダ
マ
ー
が
気
を
害
し
た
と
い
う

逸
話
が
あ
る
。
視
野
拡
大
を
唱
え
た
当
人
が
心
の
狭
さ
を
つ
い
露
呈
す
る
と
い
う
、
皮
肉
な
よ
う
な
あ
り
き
た

り
の
よ
う
な
お
話
。

某
政
治
勢
力
が
絶
え
ず
人
間
・
文
化
の
同
一
性
、
規
範
的
な
型
（
ラ
シ
サ
）
を
唱
え
つ
づ
け
る
と
い
う
問
題

は
さ
て
お
い
て
、
共
同
体
（
国
）
の
形
成
結
果
自
体
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
右
に
述
べ
た
。
つ
ま
り

は
教
訓
的
規
範
性
は
と
も
か
く
、
日
本
と
い
う
対
象
を
考
察
す
る
こ
と
を
専
門
と
す
る
研
究
機
関
も
、
言
語
的

遺
産
と
非
言
語
的
遺
産
の
現
在
へ
の
作
用
の
研
究
を
抜
き
に
し
て
、
い
か
で
か
存
続
で
き
よ
う
か
。
そ
し
て
、
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こ
の
遺
産
を
分
析
す
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
世
界
日
本
学
者
の
協
力
を
得
ず
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
語
認
識
に

疎
い
者
を
弟
子
に
、
日
本
文
化
の
謎
を
「
秘
伝
・
伝
授
」
す
る
よ
う
な
構
え
に
陥
い
り
そ
う
な
動
向
に
は
疑
問

を
投
げ
か
け
た
い
。
古
典
の
語
彙
と
文
法
に
も
と
づ
く
自
主
的
な
整
理
作
業
に
馴
染
み
の
あ
る
者
こ
そ
は
社
会

の
深
層
と
習
合
性
、
折
衷
性
に
視
線
が
届
き
、
丁
寧
に
訳
し
て
、
適
切
に
他
言
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
目
指

す
。文

化
遺
産
に
つ
い
て
の
理
解
は
そ
の
担
い
手
と
思
わ
れ
る
者
自
身
に
と
っ
て
も
完
全
で
あ
り
え
な
い
。「
先

天
的
な
」
資
格
か
ら
得
た
権
威
を
理
由
に
、
文
盲
の
客
の
た
め
に
「
正
し
く
」
史
料
（
ま
た
は
「
扶
桑
」
そ
の

も
の
）
を
読
み
解
い
て
上
げ
る
よ
う
な
教
法
の
権
威
主
義
に
伴
う
心
地
だ
け
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
む
し
ろ
自
主
性
を
蓄
え
る
、
つ
き
あ
い
難
そ
う
な
、
頑
丈
な
研
究
者
を
相
手
に
し
て
み
れ
ば
、
胸
中
の
痛

感
が
生
じ
て
も
、
長
い
目
で
は
癒
し
を
招
く
。
特
殊
性
の
発
信
よ
り
は
普
遍
性
へ
の
相
互
視
野
拡
大
。
な
ぜ
な

ら
、
二
千
年
以
上
の
文
化
史
が
齎
し
た
現
在
の
「
当
然
」
に
こ
そ
実
証
解
読
の
仕
事
が
相
互
に
待
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
国
木
の
葉
っ
ぱ
が
ま
た
と
な
い
金
色
に
染
ま
っ
た
今
年
の
秋
は
岡
倉
天
心
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
交

差
点
に
立
ち
向
か
い
、
ガ
ダ
マ
ー
の
考
察
と
出
会
い
、
今
道
友
信
の
研
究
を
振
り
返
り
、
そ
の
訃
報
を
機
に

「
当
然
」
現
象
学
の
必
要
性
に
つ
く
づ
く
思
い
耽
っ
た
の
で
あ
る
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


