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エ
ッ
セ
イ

「
国
際
日
本
学
」
の
ゆ
く
え

―
海
外
か
ら
の
視
点

堀
内
　
ア
ニ
ッ
ク

す
で
に
過
去
の
お
付
き
合
い
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

（
日
文
研
）
に
半
年
ほ
ど
滞
在
し
て
、
い
か
に
も
そ
の
名
前
に
ふ
さ
わ
し
く
国
際
性
豊
か
な
場
所
だ
と
つ
く
づ
く

感
じ
て
い
る
。
長
年
の
蓄
積
に
よ
る
成
果
だ
ろ
う
。「
国
際
」
と
い
う
こ
と
ば
を
真
剣
に
考
え
、
あ
ら
ゆ
る
角
度

か
ら
「
日
本
研
究
」
の
活
性
化
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
、
他
の
日
本
の
研
究
機
関
に
対
し
て

も
模
範
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
名
前
に
あ
る
「
国
際
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
セ
ン
タ
ー
」
に
か
か
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
実

際
、
英
語
名
のInternational R

esearch C
enter for Japanese Studies

は
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
英
語
名
で
は
「
日
本
文
化
」
が
「
日
本
学
」（Japanese Studies

）
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
意
を
引
く
。
英

語
の
タ
イ
ト
ル
を
日
本
語
に
戻
す
と
「
国
際
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
な
る
の
で
、
も
と
の
名
前
と
少
し

違
っ
て
く
る
。

さ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
、
一
見
意
味
が
な
い
よ
う
な
こ
と
を
話
題
に
す
る
か
と
い
う
と
、
数
年
前
か
ら
、

「
国
際
日
本
学
」
と
い
う
こ
と
ば
を
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
狭
い
知
見
に
お
い
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て
、
そ
れ
は
日
本
の
研
究
機
関
の
国
際
交
流
に
関
連
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
ば
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、

グ
ー
グ
ル
で
検
索
し
た
ら
、
今
で
は
「
国
際
日
本
学
部
」
を
設
け
て
い
る
大
学
が
四
つ
も
あ
る
こ
と
に
気
が
つ

く
。
こ
の
よ
う
に
、「
国
際
日
本
学
」
が
研
究
、
大
学
教
育
に
浸
透
す
る
と
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
も

「
国
際
日
本
学
」
の
「
メ
ッ
カ
」
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
し
ま
う
。
さ
ら

に
「
国
際
日
本
研
究
」
で
検
索
し
て
み
る
と
、
日
文
研
が
代
表
幹
事
機
関
を
務
め
る
「
国
際
日
本
研
究
」
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
（https://cgjs.jp/

）
と
い
う
組
織
が
存
在
す
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
こ
れ
は
二
〇
一
七
年
九
月
に

発
足
し
、
日
文
研
が
日
本
各
地
で
花
開
い
た
「
国
際
日
本
学
」
や
「
国
際
日
本
研
究
」
を
掲
げ
る
機
関
に
対
し

て
、
指
導
的
役
割
を
発
揮
し
よ
う
と
い
う
試
み
ら
し
い
。
私
が
素
朴
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
も
う
と
っ
く
に

実
現
し
て
い
た
わ
け
だ
。

で
は
、
い
っ
た
い
「
国
際
日
本
学
」（
ま
た
は
「
国
際
日
本
研
究
」）
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
現

象
の
元
を
探
る
と
、
実
は
、
数
年
前
ど
こ
ろ
か
、
数
十
年
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
「
国
際
日
本
学
」

が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
発
展
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
こ
こ
で
は
、
問
題
に
し
よ
う
と

は
思
わ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
現
象
が
海
外
の
日
本
研
究
者
の
日
常
を
ど
の
よ
う
に
変
え
、
研
究
者
の
間

で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
素
朴
に
辿
っ
て
み
た
い
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
主
観
的
な
見

方
で
、
私
の
限
ら
れ
た
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

読
者
の
中
に
は
、
こ
れ
が
単
純
に
世
界
各
国
（
フ
ラ
ン
ス
を
含
め
て
）
で
進
行
中
の
知
識
の
「
国
際
化
」、「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
」
の
現
れ
で
、
特
に
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
確

か
に
そ
う
で
、
所
属
の
パ
リ
大（
一
）学
も
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
国
際
化
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
り
、
様
々
な
政
策



4

を
打
ち
出
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
主
に
国
際
交
流
と
い
う
形
を
と
り
、
海
外
か
ら
研
究
者
を
招
聘
す
る
共
同
研

究
や
、
修
士
課
程
や
博
士
課
程
の
学
生
の
留
学
や
海
外
か
ら
の
受
け
入
れ
が
活
発
に
な
っ
た
。
最
近
で
は
、
英

語
の
み
に
よ
る
修
士
課
程
の
開
設
も
促
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
Ｅ
Ｕ
に
研
究
費
の
助
成
を

申
請
す
る
に
は
、
英
語
で
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
価
値
を
認
め
て
も
ら
う
に
は
、
自
然
と
、
英
語
で
論
文
を
書
い
た
り
、
国
際
会
議
で
発
表
し
た
り
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
で
、
そ
の
た
め
に
人
文
社
会
系
の
分
野
で
も
、

母
国
語
で
書
か
れ
る
論
文
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
と
比
較
す
る
と
「
国
際
日
本
学
」
と
い
う
「
武

器
」
を
利
用
し
て
国
際
化
を
推
進
し
て
い
る
日
本
に
は
、
い
く
ら
か
独
自
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
。

「
国
際
日
本
学
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
の
は
、
二
十
年
近
く
前
、
文
部
科
学
省
の
助
成
を
得
て
設
立
さ

れ
た
ば
か
り
の
法
政
大
学
の
「
国
際
日
本
学
研
究
所
」
か
ら
、
私
が
所
属
す
る
「
東
ア
ジ
ア
文
明
研
究
セ
ン

タ
ー
」（C

entre de recherches sur les C
ivilisations de l ’A

sie orientale

） 

に
共
同
研
究
の
誘
い
が
き
た
時

が
初
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
模
索
期
間
を
経
て
、
最
終
的
に
確
定
し
た
交
流
の
形
態
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
毎
年
、
当
時
キ
ン
ツ
ハ
イ
ム
と
い
う
田
舎
町
に
あ
っ
た
「
ア
ル
ザ
ス
日
本
学
欧
州
研
究

所
」 （C

E
E

JA

：
セ
ジ
ャ
）
と
い
う
宿
泊
施
設
兼
会
議
場
で
、
双
方
の
関
心
に
か
な
う
テ
ー
マ
で
、
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
日
本
か
ら
は
上
記
「
国
際
日
本
学
研
究
所
」
の
メ
ン
バ
ー
が
主
に
参
加
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
は
、
テ
ー
マ
ご
と
に
新
し
い
参
加
者
を
募
っ
た
。
ア
ル
ザ
ス
産
の
白
ワ
イ
ン
を
飲
み
、
三
日
間
寝

食
を
共
に
す
る
こ
と
は
、
参
加
者
を
近
づ
け
る
に
は
効
果
的
で
、
こ
の
企
画
は
好
評
を
博
し
た
。
海
外
に
基
盤

を
お
く
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
最
新
の
情
報
を
得
た
り
、
日
本
人
の
研
究
方
法
に
身
近
に
触
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
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与
え
ら
れ
、
色
々
な
意
味
で
刺
激
的
だ
っ
た
と
い
え
る
。
博
士
課
程
の
院
生
も
必
ず
一
人
か
二
人
交
え
て
い
た

の
で
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
も
、
大
い
に
勉
強
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

フ
ラ
ン
ス
側
の
主
催
者
の
希
望
も
あ
っ
て
、
こ
の
一
連
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
利
用
言
語
に
は
制
限
は
な

く
、
主
に
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
で
発
表
が
行
わ
れ
た
。
日
本
か
ら
の
研
究
者
は
、
稀
な
例
を
除
い
て

日
本
語
で
発
表
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
在
住
の
研
究
者
は
日
本
人
で
あ
れ
ば
日
本
語
で
発
表
し
た
が
、
た
い
て
い
は

英
語
で
発
表
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
と
し
て
出
版
物
が
毎
回
企
画
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
出
版
物
が

大
き
な
反
響
を
得
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
言
語
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
が
、
共
同
研
究
に
対

す
る
姿
勢
と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
毎
回
、
テ
ー
マ
が
変
わ
る
た
び
に
、
参
加
者
も
入
れ
替
わ
り
、

一
度
き
り
の
出
会
い
で
大
き
な
研
究
成
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、「
日
本

学
」
と
い
う
枠
で
は
、
あ
ま
り
専
門
的
な
話
も
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
こ
の
企
画
は
、
海
外
に
日
本
研
究
を 

発
信
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
研
究
者
に
海
外
で
発
表
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
主
な
成
果
に
な
っ
た
と
い 

え
る
。

こ
の
よ
う
な
、
微
妙
な
問
題
点
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
こ
の
種
の
形
態
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
は
、
そ
の
後
、
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
る
。
日
本
各
地
の
大
学
機
関
か
ら
研
究
者
が
訪
れ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
あ
る
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
が
日
本
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
招
聘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
企
画
は
た
い
て
い
文
部
科
学
省
の
助
成
を
受
け
て
お
り
、
私
た
ち
は
、
そ
の
恩

恵
を
受
け
、
た
い
へ
ん
豊
か
な
交
流
の
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
マ
ン
ネ
リ

化
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
国
際
性
」
は
紙
面
だ
け
の
も
の
に
な
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
た
と

え
ば
、
研
究
テ
ー
マ
が
一
方
的
に
日
本
側
で
決
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
の
関
心
と
マ
ッ
チ
し
な
い
こ
と

も
あ
っ
た
。「
日
本
学
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
枠
組
み
が
あ
る
だ
け
で
、
研
究
の
目
的
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
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や
、
あ
る
い
は
、
交
流
に
当
て
ら
れ
る
時
間
が
あ
ま
り
に
も
短
す
ぎ
て
、
相
互
の
理
解
は
後
回
し
に
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
発
表
言
語
を
日
本
語
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
人
参
加
者
に

と
っ
て
負
担
が
大
き
く
、
発
表
者
が
少
人
数
に
限
ら
れ
、
交
流
の
質
に
も
影
響
し
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
が
す

べ
て
「
国
際
日
本
学
」 

の
看
板
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
の
頭
の
中
で
は
、
こ
の
い

く
つ
か
の
難
点
と
「
国
際
日
本
学
」
と
い
う
こ
と
ば
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
日
本
研
究
に
お
け
る
交
流
が
必
ず
し
も
す
べ
て
こ
の
道
を
辿
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

国
文
学
研
究
資
料
館
が
二
〇
一
〇
〜
一
二
年
に
か
け
て
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
日
本
学
高
等
研
究
所
と

共
に
進
め
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
は
、「
国
際
日
本
学
」
的
難
点
の
す
べ
て
を
克
服
し
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
実
り
あ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
（「
集
と
断
片
」）
を
決

め
、
そ
の
枠
の
中
で
、
数
回
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
で
交
互
に
開
催
す
る
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
満
足
度
の
高
い
結
果
を
及
ぼ
し
た
理
由
は
、
主
に
二
つ
あ
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
リ
ー
ダ
ー
が
共
同
研
究
を
真
剣
に
考
え
、
双
方
の
研
究
機
関
の
特
質
を
生
か
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー

マ
を
決
め
、
毎
回
外
部
の
研
究
者
に
声
を
か
け
つ
つ
内
容
を
充
実
さ
せ
た
こ
と
。
二
つ
め
は
、
一
定
数
の
日
本

人
研
究
者
が
数
回
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
と
親
交
を
深
め
た
こ
と
、
そ
し
て
相

手
の
研
究
や
方
法
論
に
対
し
て
理
解
や
関
心
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
企
画
は
『
集
と
断
片
―
類

聚
と
編
纂
の
日
本
文
化
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
と
い
う
一
冊
の
本
に
結
実
し
た
。

「
国
文
学
」
と
い
う
と
、
非
常
に
専
門
化
が
進
み
、
孤
立
し
た
研
究
分
野
を
想
像
す
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
イ

メ
ー
ジ
を
打
ち
破
る
た
め
、
外
部
か
ら
の
刺
激
が
期
待
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
文
学
研
究
資
料
館
と
は
、

そ
れ
以
降
も
、
文
学
が
私
の
専
門
分
野
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
研
究
の
機
会
を
得
た
。
そ
れ
は
、
お



7

そ
ら
く
、
そ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
成
果
を
生
か
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
最
近
は
資
料
館
が
手
が
け
て
い
る

オ
ン
ラ
イ
ン
英
文
雑
誌Studies in Japanese L

iterature and C
ulture

に
論
文
を
載
せ
て
も
ら
う
経
験
も
で
き

た
。
こ
の
経
験
や
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
日
本
人
の
論
文
の
題
名
を
見
て
、
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
は
翻
訳
の

質
で
あ
る
。
や
は
り
文
学
を
専
門
と
す
る
人
が
担
い
手
で
あ
る
た
め
か
、
著
者
の
文
章
を
忠
実
に
、
か
つ
上
品

に
表
現
し
よ
う
と
す
る
配
慮
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
各
機
関
の
特
徴
を
生
か
し
た
様
々
な
形
態
の
交
流
が
開
花
し
て
い
る
。
そ
れ
が

「
国
際
日
本
学
」
の
名
の
下
で
行
わ
れ
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
従
来
の
日
本
研
究
が
日
増
し
に
国
際
的
に
な
っ
て

き
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」 

は
率
先
的
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
で
は
、
こ
の
ま
ま
で
、
満
足
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

私
の
目
に
は
、
ま
だ
一
つ
「
国
際
日
本
学
」
の
未
解
決
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
次

世
代
の
教
育
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
日
本
で
教
育
を
受
け
て
い
る
大
学
院
生
に
よ
る
日
本
国
内
で
の
発
表

会
に
二
度
ば
か
り
出
席
し
た
こ
と
が
あ
る
。
一
度
目
は
全
員
日
本
語
で
発
表
し
、
質
疑
応
答
も
す
べ
て
日
本
語

だ
っ
た
。
二
度
目
は
全
員
英
語
で
発
表
し
、
私
た
ち
「
外
国
人
研
究
者
」
は
そ
れ
に
対
し
英
語
で
質
問
し
た
。

す
る
と
、
質
問
の
意
味
が
通
じ
な
い
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
、
通
訳
が
入
ら
な
い
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。「
日

本
」
が
研
究
の
対
象
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
外
国
語
を
話
し
た
り
、
外
国
語
の
書
物
を
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は

留
学
の
体
験
な
ど
を
し
な
い
か
ぎ
り
、「
日
本
学
」 

の
国
際
化
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
外
国
語
と

い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
英
語
だ
け
で
な
く
、
中
国
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
韓
国
語
、
フ
ラ
ン
ス

語
等
で
も
も
ち
ろ
ん
い
い
わ
け
で
、
そ
れ
を
完
璧
に
話
す
必
要
も
な
い
。
自
国
以
外
の
国
の
文
化
と
言
語
に
馴

染
み
、
関
わ
り
続
け
て
い
く
こ
と
は
、「
日
本
」 
と
い
う
国
を
見
つ
め
る
上
で
学
術
的
に
も
人
間
的
に
も
、
貴
重

な
体
験
を
与
え
る
。
少
し
欲
張
り
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、「
国
際
日
本
学
」
を
こ
の
先
推
進
す
る
際
に
、
ぜ
ひ
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考
慮
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。（

パ
リ
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）

（
一
） 

以
前
は
パ
リ
第
７
大
学
、
パ
リ
第
７
―
ド
ゥ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
と
い
う
名
前
だ
っ

た
。
将
来
さ
ら
に
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。




