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あ
る
医
学
生
の
青
春
　
ま
え
が
き
に
か
え
て

�

渡
辺�

考

開
戦
の
日
。
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
に
通
う
二
二
歳
の
青
年
は
、
綴
っ
た
。

一
九
四
一
年 

十
二
月
八
日

Ｋ
君
が
朝
大
学
の
裏
門
を
潜
っ
た
所
で
、
無
造
作
に
話
か
け
る
。《
と
う
〳
〵
や
つ
た
ね
》

Ｔ
教
授
が
授
業
の
あ
と
で
、
手
術
台
に
手
を
か
け
な
が
ら
、《
医
学
生
の
覚
悟
》
を
促
す
。《
は
ぢ
ま
り
ま
し
た
ね
、

か
う
云
ふ
緊
張
し
た
所
で
勉
強
す
る
の
も
男
子
の
本
懐
で
す
か
な
。
や
り
ま
せ
う
》
と
、
Ｓ
助
教
授
は
胃
癌
を
論
じ

は
ぢ
め
る
。

医
学
者
も
医
学
生
も
興
奮
に
あ
る
な
か
、
青
年
は
冷
静
だ
っ
た
。
だ
れ
も
が
明
日
す
ら
見
え
な
い
時
代
、
科
学
者
が
対

象
物
を
見
つ
め
る
よ
う
な
眼
差
し
は
、
そ
の
後
の
彼
が
社
会
を
見
つ
め
る
際
に
一
貫
し
た
も
の
と
な
る
。

戦
後
日
本
を
牽
引
し
た
思
想
家
・
評
論
家
の
加
藤
周
一
。
彼
が
青
年
期
に
つ
け
て
い
た
ノ
ー
ト
八
冊
が
歿
後
に
見
つ
か
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っ
た
。
加
藤
が
こ
れ
ら
を
綴
っ
た
の
は
、
日
本
が
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
た
時
代
で
あ
る
。

私
が
こ
の
ノ
ー
ト
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
二
〇
一
五
年
秋
の
こ
と
だ
。
こ
の
日
、
た
ま
た
ま
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の

塩
田
純
と
と
も
に
東
大
駒
場
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
歩
い
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
塩
田
が
、
旧
制
第
一
高
校
の
講
堂

（
現
・
教
養
学
部
九
〇
〇
番
教
室
）
を
見
な
が
ら
、
加
藤
が
こ
の
学
校
に
通
っ
て
い
た
時
代
の
ノ
ー
ト
が
あ
る
こ
と
を
教
え

て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
加
藤
の
歿
後
、
す
で
に
七
年
が
経
過
し
て
お
り
、
新
資
料
が
あ
る
な
ど
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
だ

け
に
、
私
は
興
奮
を
お
ぼ
え
た
。

戦
争
の
時
代
、
青
年
加
藤
は
何
に
悩
み
、
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
戦
争
と
時
代
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

二
〇
一
六
年
四
月
、
私
は
京
都
へ
と
向
か
っ
た
。
加
藤
の
ノ
ー
ト
を
こ
の
目
で
見
る
た
め
に
。

立
命
館
大
学
に
あ
る
若
き
言
葉

私
を
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、
立
命
館
大
学
加
藤
周
一
文
庫
の
鷲わ

し
ず
つ
と
む

巣
力
さ
ん
で
あ
る
。
出
版
社
の
平
凡
社
に
勤
め
て
い

た
鷲
巣
さ
ん
は
、
約
四
〇
年
に
わ
た
っ
て
加
藤
と
交
流
し
た
。
加
藤
の
遺
族
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
二
万
冊
の
蔵
書
や
一
万
頁

に
の
ぼ
る
手
稿
な
ど
を
も
と
に
し
た
加
藤
周
一
文
庫
で
資
料
整
理
の
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
て
い
る
。

新
築
し
て
ま
も
な
い
立
命
館
の
総
合
図
書
館
の
地
下
に
誘
わ
れ
た
。
厳
重
に
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
貴
重
書
庫
。
そ
こ
に
八
冊

の
ノ
ー
ト
は
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
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存
在
は
ず
っ
と
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
加
藤
が
亡
く
な
る
四
カ
月
前
の
二
〇
〇
八
年
の
夏
、
鷲
巣
さ
ん
が
加
藤
を
見

舞
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
加
藤
は
、
ボ
ソ
ッ
と
い
っ
た
。「
書
い
た
も
の
が
少
し
あ
る
か
ら
、
よ
ろ

し
く
」

鷲
巣
さ
ん
は
ふ
り
か
え
る
。

「
こ
の
頃
、
も
う
加
藤
さ
ん
は
死
を
覚
悟
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
ノ
ー
ト
の
こ
と
は
何
も
い
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ

ね
」寄

託
さ
れ
た
資
料
の
数
々
は
、
二
〇
一
一
年
に
か
つ
て
加
藤
が
教
鞭
を
と
っ
た
立
命
館
大
学
に
搬
送
さ
れ
た
。
資
料
整

理
に
あ
た
っ
て
い
た
ス
タ
ッ
フ
が
紙
に
く
る
ま
っ
て
い
た
資
料
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
八
冊
の
大
学
ノ
ー
ト
が
あ
っ

た
と
い
う
の
だ
。

「
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ま
さ
か
こ
ん
な
貴
重
な
も
の
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
。
学
生

時
代
に
書
い
た
ノ
ー
ト
が
あ
る
こ
と
は
、
妹
さ
ん
や
矢
島
さ
ん
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
」

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
く
だ
さ
い
ね
」。
そ
う
い
っ
て
鷲
巣
さ
ん
は
、
担
当
の
女
性
と
と
も
に
書
庫
に
消
え
て
い
っ
た
。

や
け
に
長
く
感
じ
ら
れ
た
が
、
実
際
は
二
、
三
分
だ
っ
た
ろ
う
、
鷲
巣
さ
ん
は
金
属
製
の
箱
を
腕
に
抱
え
て
き
た
。

フ
タ
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
一
つ
ひ
と
つ
て
い
ね
い
に
梱
ぽ
う
さ
れ
た
ノ
ー
ト
が
重
ね
て
し
ま
わ
れ
て
い
た
。
鷲
巣
さ

ん
は
、
そ
れ
ら
を
養
生
シ
ー
ト
が
敷
か
れ
た
机
の
上
に
並
べ
た
。
ス
ペ
シ
ャ
ル
ノ
ー
ト
と
書
か
れ
た
、
特
注
品
の
よ
う
な

も
の
も
二
冊
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
東
横
デ
パ
ー
ト
と
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
、
多
く
が
普
通
の
市
販
の
ノ
ー
ト
だ
っ
た
。

総
ペ
ー
ジ
数
は
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
頁
、
枚
数
は
四
百
字
換
算
で
原
稿
用
紙
二
〇
〇
〇
枚
ほ
ど
に
な
る
と
い
う
。
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加
藤
の
生
の
言
葉
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
っ
た
だ
け
で
、
緊
張
が
全
身
を
覆
っ
た
。
冊
子
型
の
「
青
春
時
代
の
ノ
ー
ト
」

は
思
っ
た
ほ
ど
古
び
て
い
な
か
っ
た
。
大
き
く
深
呼
吸
を
し
、
手
袋
を
は
め
た
手
で
、
慎
重
に
、
そ
し
て
恐
る
恐
る
開
い

て
み
た
。

飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
瑞
々
し
い
言
葉
の
数
々
だ
っ
た
。

若
き
日
の
内
面

ま
ず
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
短
編
小
説
か
ら
、
詩
、
評
論
、
翻
訳
に
至
る
ま
で
、
加
藤
の
興
味
が
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
、

広
範
囲
な
こ
と
で
あ
る
。
時
代
と
も
真
摯
に
向
き
合
い
、
学
生
で
あ
る
自
ら
の
役
割
も
熟
考
し
、
重
要
な
日
、
節
目
に
は
、

時
事
的
な
事
象
と
と
も
に
自
身
の
所
感
を
含
め
た
日
記
も
つ
け
て
い
た
。
世
界
の
動
き
を
と
ら
え
な
が
ら
、
自
身
が
ど
の

よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か
を
冷
静
に
見
つ
め
て
い
た
。

文
字
は
基
本
的
に
小
さ
く
、
決
し
て
達
筆
と
は
言
い
難
い
丸
っ
こ
い
文
字
だ
が
、
丁
寧
に
罫
線
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い

る
。
外
国
語
に
も
通
じ
て
い
た
加
藤
は
、
英
語
、
仏
語
、
独
語
な
ど
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
使
っ
て
い
る
。

女
性
の
名
前
も
メ
モ
さ
れ
て
い
た
。
思
い
を
寄
せ
た
女
性
の
名
か
と
訝
し
ん
だ
が
、
か
な
り
の
数
が
あ
る
の
で
不
思
議

に
思
っ
た
と
こ
ろ
、
自
作
小
説
の
登
場
人
物
の
も
の
と
知
る
。
い
た
ず
ら
描
き
の
よ
う
な
女
性
の
横
顔
も
あ
っ
た
。
当
時

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
気
を
集
め
て
い
た
女
優
の
顔
を
鉛
筆
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
だ
っ
た
。
加
藤
は
、
映
画
好
き
の
一
面
も

持
ち
、
第
一
高
等
学
校
時
代
に
は
映
画
演
劇
研
究
会
に
所
属
し
て
い
た
。
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そ
れ
ら
は
、
若
き
加
藤
の
思
索
の
足
跡
で
も
あ
っ
た
。

私
が
振
り
返
っ
た
の
は
、
私
自
身
の
学
生
時
代
で
あ
る
。
途
方
も
な
い
喪
失
感
と
と
も
に
抱
い
た
の
は
、
赤
面
し
た
く

な
る
ほ
ど
の
羞
恥
心
。
と
き
は
バ
ブ
ル
全
盛
期
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
の
四
年
間
、
巷
は
熱
病
に
冒
さ

れ
た
よ
う
に
う
か
れ
て
い
た
。
私
は
、
勉
学
な
ど
放ほ

う
て
き擲

し
て
、
夜
の
街
に
日
々
繰
り
出
し
、
喧
騒
の
中
で
熱
狂
に
身
を
任

せ
た
。
卒
業
時
に
も
泡
の
よ
う
な
景
気
は
続
い
て
お
り
、
ど
こ
の
企
業
も
人
手
不
足
で
学
生
の
「
売
り
手
市
場
」。
大
学

の
成
績
な
ど
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
所
属
大
学
と
学
部
の
名ネ

ー
ム前

で
内
定
が
濫
発
さ
れ
て
い
た
。
私
自
身
、
未

来
設
計
な
ど
ほ
と
ん
ど
描
く
こ
と
な
く
企
業
面
談
を
し
、
い
く
つ
か
の
社
か
ら
内
定
を
貰
っ
た
。
つ
ま
り
、
世
の
中
を
な

め
て
い
た
し
、
世
界
の
中
で
自
分
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
い
る
か
な
ど
、
考
え
す
ら
し
な
か
っ
た
。
社
会
を
見
つ
め
る
眼

力
な
ど
備
え
て
い
な
か
っ
た
。

若
き
日
々
を
恥
じ
な
が
ら
、
ふ
と
思
い
至
っ
た
。
番
組
取
材
と
い
う
形
を
借
り
て
、
加
藤
の
青
年
時
代
の
ノ
ー
ト
を
読

む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
齢
五
〇
を
迎
え
よ
う
と
す
る
自
分
自
身
が
、
若
き
日
々
に
た
ど
る
べ
き
だ
っ
た
思
索
旅
行
を
「
遅

れ
ば
せ
な
が
ら
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
戦
争
の
時
代
を
生
き
た
青
年
が
悩
み
抜
い
た
深
慮

は
、
混
沌
と
し
た
状
況
下
に
あ
る
現
代
に
大
き
な
示
唆
と
な
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
残
さ
れ
た
八
冊
の
ノ
ー
ト
を
加
藤
の
関
係
者
の
証
言
を
交
え
な
が
ら
読
み
込
む
と
い
う
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
、
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
と
い
う
枠
に
提
案
し
、
採
択
さ
れ
た
。

私
は
鷲
巣
さ
ん
と
加
藤
周
一
文
庫
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
の
協
力
の
も
と
、
加
藤
の
ノ
ー
ト
を
読
み
込
ん
で
い
っ
た
。
九
六

歳
に
な
る
加
藤
の
妹
の
久
子
さ
ん
を
筆
頭
に
関
係
者
へ
の
取
材
を
行
な
っ
た
。
さ
ら
に
父
の
代
か
ら
加
藤
と
深
い
交
流
を
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持
つ
作
家
池
澤
夏
樹
さ
ん
、
九
条
の
擁
護
で
加
藤
と
考
え
を
同
じ
く
し
て
い
た
憲
法
学
者
の
樋
口
陽
一
さ
ん
、
学
生
時
代

か
ら
の
友
人
で
御
年
九
八
の
詩
人
山
崎
剛
太
郎
さ
ん
、
そ
れ
に
加
藤
文
庫
で
整
理
作
業
に
従
う
若
い
ス
タ
ッ
フ
に
話
を
聴

い
た
。
さ
ら
に
立
命
館
大
学
に
通
う
九
人
の
若
者
た
ち
に
、
自
分
た
ち
と
同
じ
年
頃
に
加
藤
が
書
い
た
言
葉
を
精
読
し
て

も
ら
い
、
共
に
語
っ
た
。
他
人
事
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
加
藤
の
言
葉
を
捉
え
て
い
く
姿
に
は
打
た
れ
る

も
の
が
あ
っ
た
。

番
組
は
二
〇
一
六
年
八
月
十
三
日
に
「
加
藤
周
一　

そ
の
青
春
と
戦
争
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
放
送
さ
れ
、
多
く
の
反

響
を
得
た
。

本
書
で
は
、
番
組
作
り
を
通
し
て
見
え
て
き
た
加
藤
の
青
春
像
を
描
い
て
い
く
。
同
時
に
番
組
で
は
構
成
し
き
れ
な
か

っ
た
貴
重
な
加
藤
の
言
葉
や
、
久
子
さ
ん
、
池
澤
さ
ん
、
樋
口
さ
ん
、
山
崎
さ
ん
、
加
藤
文
庫
の
ス
タ
ッ
フ
た
ち
、
九
人

の
若
者
た
ち
の
言
葉
も
編
ん
で
い
く
。

若
き
加
藤
の
思
考
の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
彼
が
い
た
「
戦
争
の
時
代
」
を
問
い
な
お
し
て
い
き
た
い
。
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第
一
節
　
加
藤
周
一
文
庫
と
は

�

二
宮
周
平
（
前
立
命
館
大
学
図
書
館
長
）

文
庫
創
設
の
経
緯

加
藤
周
一
氏
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
五
日
逝
去
し
た
。
自
宅
に
は
、
蔵
書
を
始
め
膨
大
な
資
料
が
残
さ
れ
た
。
最
期
を

共
に
さ
れ
た
矢
島
翠
氏
の
ご
意
思
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
一
括
し
て
図
書
館
に
寄
贈
し
、
市
民
の
方
た
ち
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
、
と
同
時
に
加
藤
周
一
と
い
う
人
間
と
そ
の
思
想
の
形
成
過
程
を
公
的
に
保
存
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

加
藤
氏
は
、
一
九
八
七
年
四
月
、
立
命
館
大
学
国
際
関
係
学
部
創
立
に
あ
た
り
、
客
員
教
授
と
し
て
参
画
さ
れ
、
本
学

部
の
信
頼
性
と
社
会
的
評
価
を
高
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
存
在
だ
っ
た
。
続
け
て
、
日
本
の
戦
争
加
害
の
視
点
と

現
代
社
会
の
平
和
問
題
を
同
時
的
に
展
示
し
、
時
機
に
応
じ
て
特
集
や
講
演
会
等
を
開
催
す
る
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
初
代
館
長
も
務
め
ら
れ
た
。
加
藤
氏
は
、
二
〇
〇
四
年
、
平
和
憲
法
を
擁
護
す
る
「
九
条
の
会
」
の
呼
び

か
け
人
の
一
人
と
な
り
、
京
都
に
お
い
て
も
、
市
民
の
方
た
ち
と
の
交
流
を
楽
し
ま
れ
た
。
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加
藤
氏
と
立
命
館
大
学
、
京
都
に
は
こ
う
し
た
ゆ
か
り
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
編
集
者
と
し
て
彼
が
最
も
信
頼
さ
れ
て

い
た
鷲
巣
力
氏
が
、
当
時
の
立
命
館
大
学
図
書
館
長
、
吉
田
美
喜
夫
（
現
立
命
館
大
学
総
長
）
に
連
絡
を
と
り
、
本
学
図

書
館
が
ご
寄
贈
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
常
任
理
事
会
に
よ
る
正
式
な
承
認
は
二
〇
一
〇
年
九
月
で
あ
る
。
以
下
で
紹

介
す
る
諸
資
料
の
整
理
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ
化
に
つ
い
て
は
、
鷲
巣
氏
の
ご
指
導
を
仰
い
で
い
る
。

文
庫
の
内
容

加
藤
氏
の
残
し
た
書
籍
・
雑
誌
類
は
二
万
点
を
超
え
る
が
、
そ
の
う
ち
約
一
万
二
千
点
は
、
加
藤
文
庫
の
開
架
式
閲
覧

室
に
配
架
さ
れ
、
自
由
に
閲
覧
し
、
原
則
と
し
て
貸
出
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
約
八
千
点
は
、
閉
架
式
書
庫
に
収

蔵
さ
れ
、
一
定
の
条
件
が
課
せ
ら
れ
る
も
の
の
閲
覧
が
可
能
と
な
る
も
の
も
あ
る
。
開
架
式
に
配
架
さ
れ
る
蔵
書
は
、
三

つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
群
は
、
彼
が
所
蔵
し
、
利
用
し
た
参
考
書
籍
・
雑
誌
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
十
進
分
類
法
に
従

っ
て
配
架
さ
れ
る
。
第
二
群
は
、
彼
の
著
書
と
彼
の
著
作
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
彼
が
推
薦
文
を
寄
せ
た
全
集

の
「
内
容
見
本
」
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
揃
え
る
。
著
者
の
全
体
像
を
把
握
し
、
的
確
に
描
写
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
彼
の

真
骨
頂
が
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
群
は
、
彼
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
籍
・
雑
誌
で
あ
る
。
第
二
群
と
第
三
群
は
、
刊

行
年
代
順
に
配
架
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
も
補
充
中
で
あ
り
、
彼
の
蔵
書
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
寄
贈
を
受
け
た
書

籍
・
雑
誌
類
は
、
書
誌
デ
ー
タ
に
そ
の
旨
記
載
し
て
い
る
。

本
文
庫
に
は
、「
手
稿
ノ
ー
ト
」、
来
信
書
簡
、
写
真
、
手
帳
、
新
聞
切
り
抜
き
、
地
図
な
ど
の
資
料
類
が
収
め
ら
れ
て
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い
る
。「
手
稿
ノ
ー
ト
」
は
、
少
数
の
冊
子
型
ノ
ー
ト
と
多
数
の
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
型
ノ
ー
ト
に
分
け
ら
れ
る
が
、
総
頁
数

は
一
万
頁
を
超
え
る
。
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
型
ノ
ー
ト
の
大
半
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
主
題
別
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
た
。

フ
ァ
イ
ル
総
数
は
一
千
を
越
す
。
こ
れ
ら
の
「
手
稿
ノ
ー
ト
」
は
、
主
と
し
て
執
筆
準
備
の
た
め
に
取
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
彼
の
著
作
や
思
想
を
詳
し
く
分
析
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
る
も
の
だ
が
、
漢
語
、
英
語
、
独
語
、
仏
語
、
ラ

テ
ン
語
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
判
読
に
は
相
当
の
力
量
を
要
す
る
。
現
在
、
加
藤
周
一
現
代
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
お

よ
び
立
命
館
大
学
図
書
館
を
中
心
に
整
理
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
作
業
が
完
了
し
た
段
階
で
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ

化
し
、
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
経
由
し
て
公
開
さ
れ
る
。
第
一
弾
が
、
二
〇
一
六
年
四
月
、
八
冊
の
『
青
春
ノ
ー
ト
』、

第
二
弾
、
二
〇
一
七
年
八
月
、
二
冊
の
「Journal Intim

e

」（
日
記
）、
第
三
弾
、
二
〇
一
八
年
六
月
、「
狂
雲
集
註
」、

「N
otes on A

rts

」、「1968　

1969
」、「
詩
作
ノ
ー
ト
」、
第
四
弾
、
同
年
一
一
月
、「
日
本
文
学
史　

古
代
」、「
日
本
文

学
史　

平
安
」
が
公
開
さ
れ
た
。

文
庫
の
意
義

今
日
の
図
書
館
に
は
、
所
蔵
す
る
諸
資
料
を
情
報
と
し
て
社
会
に
発
信
す
る
役
割
が
あ
る
。
国
際
的
知
識
人
、
加
藤
周

一
の
思
想
形
成
過
程
を
文
庫
を
用
い
て
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
化
す
る
こ
と
は
、
そ
の
重
要
な
一
つ
で
あ
る
。
本
学
卒

業
生
の
ご
遺
族
（
配
偶
者
）
の
ご
寄
贈
に
よ
り
建
設
、
開
館
し
た
平
井
嘉
一
郎
記
念
図
書
館
二
階
に
あ
る
加
藤
周
一
文
庫

の
入
口
に
は
、
著
書
『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
の
冒
頭
部
分
に
関
す
る
手
稿
が
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拡
大
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
諺
言
に
「
過
去
は
水
に
流
す
」
と
い
う
、
過
ぎ
去
っ
た
争
い
は
早
く
忘
れ
、
過
ち
は
い
つ
ま
で
も
追
求
し

な
い
。
そ
の
方
が
個
人
の
、
ま
た
は
集
団
の
、
今
日
の
活
動
に
有
利
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

事
の
他
面
は
、
個
人
も
集
団
も
過
去
の
行
為
の
責
任
を
と
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

本
学
で
学
ぶ
学
生
・
院
生
、
教
職
員
、
来
館
さ
れ
る
市
民
の
方
た
ち
へ
の
彼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
り
、
こ
れ
も
文
庫

の
意
義
の
一
つ
だ
と
思
う
。
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