
133　『日本研究』 No. 54（2017）

　
著
者
の
グ
レ
イ
ネ
ル
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
東
洋
学
科
准
教

授
で
︑
こ
れ
ま
で
に
﹃
舞
踏
︱
︱
展
開
す
る
思
想
﹄（
一
九
九
八
年
）︑﹃
能
と

西
洋
﹄（
二
〇
〇
〇
年
）
の
よ
う
な
舞
台
芸
術
の
著
作
を
出
版
し
た
他
︑
ト
ー

キ
ョ
ー
ガ
キ
（
二
〇
〇
八
年
）︑
肉
体
の
叛
乱
（
二
〇
〇
九
年
）︑
細
江
英
公
映

像
の
肉
体
（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
の
展
覧
会
を
企
画
し
︑
最
近
は
﹃
日
本
の
映

像
1
・
2
﹄﹃
ヒ
キ
コ
モ
リ
︱
︱
ネ
ッ
ト
の
な
か
の
幽
閉
生
活
﹄
の
よ
う
な
写

真
集
・
論
集
の
編
者
と
し
て
現
代
日
本
文
化
の
紹
介
に
力
を
尽
く
し
て
き
た
︒

「
お
茶
生
花
能
歌
舞
伎
」
の
伝
統
セ
ッ
ト
と
も
︑「
マ
ン
ガ
ア
ニ
メ
寿
司
柔
道
」

の
大
衆
文
化
セ
ッ
ト
と
も
異
な
る
同
時
代
の
事
柄
を
精
力
的
に
伝
え
て
き
た
︒

　
本
書
は
︑
身
体
の
概
念
か
ら
日
本
文
化
の
歴
史
と
現
代
を
縦
横
に
論
じ
た

野
心
作
で
あ
る
︒
現
場
に
近
い
位
置
に
い
て
︑
本
書
で
も
劇
作
家
と
の
直
接

の
対
話
が
結
論
で
生
か
さ
れ
て
い
る
︒
自
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
の
子
孫

で
「
東
洋
を
夢
見
て
き
た
」
と
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
明
言
さ
れ
︑
家
族
の
ル
ー
ツ

探
し
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
多
い
日
系
人
に
よ
る
日
本
研
究
と
異
な
る
出
発
点

と
姿
勢
を
宣
言
し
て
い
る
︒
日
系
人
の
社
会
的
存
在
感
に
比
べ
︑
日
本
文
化

を
語
る
場
に
乏
し
い
ブ
ラ
ジ
ル
に
あ
っ
て
貴
重
な
知
性
で
︑
各
章
ご
と
に
自

身
の
日
記
か
ら
手
書
き
に
よ
る
日
本
滞
在
中
の
微
細
な
観
察
が
記
さ
れ
︑
詩

的
な
印
象
を
残
す
︒
全
体
と
し
て
は
︑
日
本
の
身
体
感
覚
・
表
現
の
動
静
が

列
島
の
外
へ
拡
散
し
（
彼
女
は
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
︑
授
精
な
い
し
播
種
と
呼
ぶ
）︑

個
別
的
か
つ
偏
在
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
方
向
で
各
章
が
組
ま

れ
て
い
る
︒
表
紙
と
章
の
区
切
り
に
は
そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
日
系
ブ

ラ
ジ
ル
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
︑
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
サ
エ
キ
に
よ
る
女
体
縛
り
図

書�
評ク

リ
ス
テ
ィ
ン
・
グ
レ
イ
ネ
ル
著

『
日
本
の
身
体
の
読
み
と
そ
の
認
知
的
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』

C
hristine G

reiner. Leituras do C
orpo no Japão e Suas D

iásporas C
ognitivas

São Paulo: n-1 ediçãoes, 2015.

細
川
周
平



134

が
配
さ
れ
て
い
る
︒
元
は
日
本
固
有
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
表
現
様
式

が
︑
日
本
性
を
そ
ぎ
落
と
し
（
し
か
し
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
出
自
と
微
妙
に
関
わ
り

つ
つ
）
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
応
用
・
公
認
さ
れ
た
変
容
は
︑

著
者
の
主
張
す
る
知
覚
・
認
知
の
連
鎖
を
示
す
良
き
例
だ
ろ
う
︒

　
第
一
章
「
最
初
の
地
図
」
は
列
島
人
の
身
体
観
の
基
本
を
中
国
医
術
と
イ

ン
ド
仏
教
に
求
め
︑
そ
の
伝
来
と
変
容
か
ら
説
き
始
め
て
い
る
︒
湯
浅
泰
雄
︑

栗
山
茂
︑
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
著
作
を
参
考
に
︑
陰
陽
と
気
の
身

体
・
宇
宙
観
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
心
身
二
分
論
と
違
い
︑
両
者
の
間
の
非
物
質

的
流
れ
を
重
ん
じ
︑
因
明
と
森
羅
万
象
の
宗
教
観
が
独
自
の
自
然
観
（「
自
ず

か
ら
し
か
り
」）
を
築
い
た
︒
こ
の
基
本
設
定
が
医
術
・
信
仰
を
越
え
︑
時
代

を
超
え
て
和
歌
︑
連
歌
︑
能
︑
戦
後
芸
術
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
以
下
の

章
で
例
証
さ
れ
る
︒

　
第
二
章
「
民
族
主
義
と
奇
行
」
は
池
上
英
子
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ヒ
ャ
ー

を
読
み
な
が
ら
︑
鎖
国
時
代
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
「
国
民
的
身
体
」（
国
体
）

の
解
明
に
当
て
ら
れ
る
︒
旧
来
の
島
国
孤
立
論
に
対
し
て
︑
国
土
の
内
と
外

の
交
流
が
強
調
さ
れ
︑
そ
の
あ
り
よ
う
は
個
人
レ
ベ
ル
の
自
己
と
他
者
の
相

互
浸
透
の
延
長
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
︒
島
な
れ
ば
こ
そ
多
く
の
レ
ベ
ル
で

交
流
が
進
み
︑
移
ろ
い
や
す
さ
を
本
質
と
す
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の
生
成
に

は
和
辻
的
な
風
土
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
︒
水
戸
尊
皇
派
と
百
姓

一
揆
と
い
う
政
治
的
に
正
反
対
の
立
場
が
︑
共
通
の
国
民
＝
身
体
概
念
を
支

え
に
極
端
に
走
る
共
通
性
を
持
つ
︒
ま
た
連
歌
の
座
や
江
戸
時
代
の
服
飾
を

例
に
作
者
性
を
押
し
出
さ
な
い
「
変
形
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
美
学
」

も
話
題
と
し
て
い
る
︒

　
第
三
章
「
メ
デ
ィ
ア
の
回
路
」
は
明
治
維
新
時
の
近
代
＝
西
洋
観
を
始
点

に
︑
一
九
四
〇
年
代
の
「
近
代
の
超
克
」
が
西
洋
と
の
対
立
を
強
調
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
︑
偏
在
す
る
西
洋
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
︒
身
体

の
話
題
は
戦
時
中
の
建
国
体
操
や
優
生
法
に
触
れ
な
が
ら
継
承
さ
れ
る
が
︑

あ
ま
り
展
開
さ
れ
な
い
︒
そ
れ
よ
り
も
超
克
を
心
理
的
に
準
備
し
た
エ
ロ
グ

ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
︑
モ
ボ
モ
ガ
風
俗
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
ミ

リ
ア
ム
・
シ
ル
ヴ
ァ
バ
ー
グ
を
参
考
に
︑
デ
パ
ー
ト
︑
カ
フ
ェ
︑
洋
装
︑
ハ

リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
式
の
消
費
文
化
が
急
速
に
浸
透
し
た
こ

と
を
重
く
見
て
︑
都
市
民
の
身
体
の
知
覚
を
変
形
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
昭

和
初
頭
の
急
速
な
モ
ダ
ン
化
が
「
追
い
つ
い
た
」
感
を
深
め
︑
戦
時
中
の

「
超
克
」
感
の
下
地
を
作
っ
た
︒

　
第
四
章
「
戦
争
の
痕
跡
」
は
ま
ず
裕
仁
の
「
人
間
化
」
を
い
く
つ
も
の
例

か
ら
確
か
め
︑
続
い
て
焼
け
跡
の
象
徴
的
復
興
と
そ
の
破
壊
と
し
て
﹃
君
の

名
は
﹄
と
﹃
ゴ
ジ
ラ
﹄
を
並
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
著
者
の
専
門
で
あ
る
戦
後

美
術
か
ら
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
︑
赤
瀬
川
源
平
と
ハ
イ
レ
ッ
ド
・
セ
ン

タ
ー
︑
具
体
︑
フ
ル
ク
サ
ス
へ
と
話
題
は
広
が
る
︒

　
第
五
章
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
ア
ク
シ
ョ
ン
」
は
岡
本
太
郎
︑
土
方
巽
︑

村
上
隆
の
三
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
芸
術
は
爆
発
だ
」「
芸
術
は
肉
体
の
再

発
明
だ
」「
芸
術
は
商
品
だ
」
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
か
ら
論
じ
て
い
る
︒
引
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か
れ
る
の
は
マ
ル
ク
・
ダ
シ
︑
ミ
リ
ア
ム
・
サ
ス
︑
ト
マ
ス
・
ラ
マ
ー
ル
ら

の
論
だ
︒
岡
本
太
郎
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
類
学
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム

と
の
交
流
が
重
く
見
ら
れ
︑
土
方
巽
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
ネ
︑
ア
ル
ト
ー
と
の

関
連
が
記
さ
れ
︑
三
島
由
紀
夫
が
暗
黒
舞
踏
の
礎
石
を
築
い
た
と
さ
れ
る
︒

村
上
隆
の
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
概
念
が
奇
想
の
浮
世
絵
に
由
来
し
︑
十
九
世

紀
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
が
今
で
は
マ
ン
ガ
︑
ア
ニ
メ
の
国
際
的
人
気
に
通
じ
︑

そ
の
資
本
の
回
路
も
ま
た
表
現
に
取
り
込
む
村
上
の
大
胆
に
︑
著
者
は
感
服

し
て
い
る
︒

　
第
六
章
「
機
械
の
外
の
幻
想
」
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
美
容
と
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
業
界
の
繁
昌
が
︑
従
来
の
た
だ
き
れ
い
に
見
せ
る
だ
け
の
地
点
を
外

れ
︑
身
体
を
生
体
機
械
と
見
な
す
点
で
︑
従
来
の
「
日
本
ら
し
さ
」
と
は
別

の
次
元
の
表
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
︒
後
半
で
は
パ
ラ
サ
イ
ト
・

シ
ン
グ
ル
︑
引
き
こ
も
り
︑
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
︑
ラ
ブ
ホ
テ
ル
に
見
る
現
代
日

本
の
孤
立
と
連
携
の
あ
り
方
を
経
由
し
て
︑
孤
独
死
と
延
命
治
療
の
両
極
端

に
走
る
生
死
状
況
を
論
じ
る
︒

　
終
章
「
認
知
的
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
求
め
て
」
は
現
象
学
で
い
う
生
体
と
死

体
の
二
元
論
（
身
体
と
精
神
の
二
元
論
で
は
な
く
）
が
︑
日
本
の
武
道
や
芸
術

で
見
ら
れ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
︒
彼
女
の
長
い
研
究
の
な
か
で
︑
日
本

の
身
体
性
の
規
約
を
探
る
発
想
は
廃
棄
さ
れ
︑
認
知
と
知
覚
を
一
体
化
し
た

行
動
と
見
な
す
「
知
覚
の
連
鎖
」
の
概
念
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
︒
こ
の

連
鎖
は
「
日
本
的
身
体
の
虚
構
の
地
図
作
製
法
」
を
作
り
出
す
︒
抽
象
的
な

国
民
政
治
の
身
体
か
ら
ダ
ン
サ
ー
の
身
体
ま
で
︑
彼
女
は
知
覚
と
認
知
の
網

目
に
沿
っ
て
か
ら
だ
を
理
解
し
て
い
る
︒
最
後
に
今
後
の
方
針
と
し
て
三
点

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
︑
文
化
の
物
質
的
側
面
だ
け
を
見
る
見
方
を
排
し
︑

知
覚
の
流
れ
︑
主
体
性
の
生
産
に
焦
点
を
当
て
る
︑
二
︑
所
与
の
モ
デ
ル
と

し
て
異
文
化
を
考
え
る
の
で
は
な
く
︑
普
請
中
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
認
知
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
文
化
を
考
え
る
︑
三
︑
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ
ン
ド
ン

と
和
辻
哲
郎
︑
そ
し
て
二
人
の
注
釈
書
に
も
と
づ
き
︑「
同ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
を

「
単
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

独
性
」（
特
異
性
）
の
概
念
に
取
り
替
え
る
（
一
九
九
頁
）︒

　
出
版
社
名
と
上
の
要
約
が
語
る
よ
う
に
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
フ
ー
コ
ー
の
語

彙
体
系
は
彼
女
に
近
し
い
︒
か
つ
て
記
号
を
カ
ギ
に
日
本
文
化
を
説
い
た
バ

ル
ト
に
対
し
て
︑
グ
レ
イ
ネ
ル
は
身
体
を
カ
ギ
に
似
た
よ
う
な
企
て
を
試
み

る
︒
直
接
関
わ
っ
て
き
た
現
代
美
術
・
舞
台
を
俎
上
に
上
げ
た
節
は
最
も
肉

厚
に
︑
整
然
と
論
じ
ら
れ
る
反
面
︑
幕
府
権
力
に
つ
い
て
の
節
は
心
も
と
な

い
︒
日
本
文
化
の
単
独
性
な
ど
多
方
面
の
話
題
が
飛
び
交
う
軽
快
さ
は
心
地

よ
い
が
︑
思
い
違
い
も
散
見
さ
れ
る
︒「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
」
はw

alking 

poor

で
は
な
くw

orking poor

の
音
訳
だ
し
（「
歩
い
て
も
歩
い
て
も
貧
乏
」
と

い
う
語
感
は
貴
重
だ
が
）︑
天
皇
の
写
真
に
つ
い
て
も
誤
解
し
て
い
る
︒
一
部

の
日
本
語
概
念
に
は
そ
の
特
異
性
を
視
覚
化
す
る
た
め
か
︑
日
本
文
字
が

ロ
ー
マ
字
表
記
に
添
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
自
体
は
議
論
の
対
象
と
は
な

ら
ず
︑
大
多
数
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
読
者
に
は
東
洋
趣
味
に
終
わ
る
し
か
な
い
︒

そ
の
選
択
が
恣
意
的
で
︑
た
と
え
ば
美
容
の
章
で
「
小
豆
」「
糠
袋
」
が
な
ぜ



136

漢
字
表
記
を
必
要
と
し
︑
他
の
も
っ
と
本
質
的
な
概
念
が
素
通
り
さ
れ
る
の

か
理
解
に
苦
し
む
︒

　
著
者
自
身
の
日
本
滞
在
の
印
象
と
書
物
の
中
の
旅
が
入
り
混
じ
る
哲
学
的

な
エ
ッ
セ
イ
で
︑
裏
表
紙
に
は
今
後
の
日
本
旅
行
の
前
に
読
ん
で
お
き
た
い

と
︑
ブ
ラ
ジ
ル
の
哲
学
者
が
推
薦
文
を
寄
せ
て
い
る
︒
本
書
自
体
が
旅
で
あ

る
︑
と
︒
ブ
ラ
ジ
ル
は
世
界
最
大
の
日
系
人
口
を
持
ち
︑
彼
ら
の
一
世
紀
に

わ
た
る
社
会
や
産
業
へ
の
貢
献
と
文
化
交
流
が
公
式
的
に
繰
り
返
し
述
べ
ら

れ
な
が
ら
︑
日
本
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
限
界
か
ら
一
歩
進
ん
だ
知
的
な
交

流
は
限
ら
れ
て
き
た
（
こ
と
に
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
か
ら
離
れ
る
に
比
例
し
て
）︒
本

書
は
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
日
本
研
究
の
現
況
を
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
読

者
に
伝
え
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
︒
数
が
多
い
と
は
い
え
な
い
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
に
よ
る
日
本
文
化
論
の
今
後
の
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
︒


