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二
〇
一
八
年
七
月
、
第
八
回
Ｉ
Ｗ
Ｌ
（Institute for W

orld Literature

）

セ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
か
れ
た
。
三
十
六

か
国
、
五
十
三
の
機
関
か
ら
、
実
に
百
三
十
名
の
文
学
研
究
者
が
集
ま

り
、
約
一
か
月
の
間
、
セ
ミ
ナ
ー
や
コ
ロ
キ
ア
ム
、
講
演
や
パ
ネ
ル
・

デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
し
て
、「
世
界
文
学
」
の
過
去
・
現
在
・

未
来
に
つ
い
て
熱
い
議
論
を
交
わ
し
た
。

　

Ｉ
Ｗ
Ｌ
を
創
設
し
た
米
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ダ

ム
ロ
ッ
シ
ュ
は
、
フ
ラ
ン
コ
・
モ
レ
ッ
テ
ィ
、
パ
ス
カ
ル
・
カ
サ
ノ

ヴ
ァ
ら
と
と
も
に
、
今
世
紀
初
め
に
「
世
界
文
学
」
の
方
法
論
的
基
礎

付
け
に
取
り
組
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
彼
の
二
〇
〇
三
年
の
著
作
、『
世

界
文
学
と
は
何
か
？
』
は
い
ま
や
こ
の
分
野
に
お
け
る
基
本
書
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
な
か
で
彼
が
提
示
し
た
世
界
文
学
に
つ
い
て
の
複
数
の

定
義
は
、
今
日
の
世
界
文
学
に
ま
つ
わ
る
議
論
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。

あ
る
文
学
作
品
が
そ
の
生
ま
れ
出
た
文
化
圏
を
越
え
て
流
通
し
た
と
き

に
何
が
起
こ
る
か
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
、
迎

え
入
れ
ら
れ
た
先
々
で
人
々
に
実
際
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
か
と
い

う
ロ
ー
カ
ル
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
を
融
合
さ
せ
た
点
や
、
旅
を
す

る
こ
と
で
文
学
作
品
に
新
た
な
生
命
が
宿
り
、
そ
の
真
正
さ
や
本
質
が

損
な
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
作
品
の
価
値
が
増
す
の
だ
と
主
張
し

た
点
が
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
世
界
文
学
構
想
の
根
幹
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。

　

二
〇
一
一
年
四
月
、バ
ン
ク
ー
バ
ー
で
開
か
れ
た
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ａ（A

m
erican 

C
om

parative Literature A
ssociation

）
総
会
で
、
彼
は
ガ
ヤ
ト
リ
・

チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
と
、
今
日
の
比
較
文
学
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
、
世
界
文
学
の
直
面
す
る
課
題
や
そ
れ
が
内
包
す
る
可

能
性
な
ど
に
つ
い
て
討
論
し
て
い
る1

。
以
下
で
は
、
そ
の
と
き
の
議
論

の
一
端
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
世
界
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の

ひ
と
つ
の
糸
口
を
呈
示
し
た
い
。

　

実
際
の
教
育
現
場
に
お
け
る
世
界
文
学
と
の
向
き
合
い
方
を
重
視
す

る
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
は
、
研
究
者
間
の
協
同
、
さ
ら
に
は
教
師
と
生
徒
の

間
の
協
同
が
不
可
欠
だ
と
主
張
し
、
彼
自
身
が
学
部
生
向
け
の
世
界
文

学
の
授
業
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る
あ
る
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。
生

世
界
文
学
試
論

宮
下
　
　
華
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徒
た
ち
を
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
発
表
を
担
当
さ
せ
る
際
、
各

グ
ル
ー
プ
に
、
対
象
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
語
学
的
・
文
化
的
知
識
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
学
生
を
割
り
当
て
る
よ
う
工
夫
す
る
。
あ
る
グ
ル
ー

プ
で
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
を
学
習
中
の
ド
ミ
ニ
カ
人
学
生
が
、
一
四
世
紀

ペ
ル
シ
ア
の
詩
を
見
事
に
暗
唱
し
、
ク
ラ
ス
全
員
の
拍
手
喝
采
を
受
け

た
と
い
う
。
多
様
な
文
化
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
学
生
が
集
ま

る
ア
メ
リ
カ
の
教
室
で
は
、
教
師
と
生
徒
が
垣
根
を
越
え
て
協
力
し
あ

う
こ
と
で
、
個
々
人
の
能
力
的
限
界
を
超
え
て
世
界
の
文
学
と
接
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
教
室
の
中
に
い
な
が
ら
も
全
く
異
な
る
世
界
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
言
う
。
世
界
文
学
な
ど
不
可
能
だ
と
い

う
嘲
笑
へ
の
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
ら
し
い
実
際
的
な
応
答
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
す
る
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
反
応
は
厳
し
い
。
彼
女
は
ま
ず
、
報

告
者
で
あ
る
生
徒
（
こ
こ
で
は
ド
ミ
ニ
カ
出
身
の
彼
）
の
言
語
能
力
と

文
化
的
知
識
が
、
彼
の
出
身
国
で
の
高
等
教
育
の
基
準
を
も
満
た
す
レ

ベ
ル
に
あ
る
か
を
問
い
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
は
報
告
者
と
し
て
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
断
言
す
る
。
二
人
の
や
り
取
り
を
最
後
ま
で
読
め
ば
、

両
者
の
立
場
が
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
少

な
く
と
も
こ
の
部
分
に
は
、
文
学
作
品
や
そ
の
文
化
的
背
景
と
「
距
離

を
と
る
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
対
す
る
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
危
惧
が
滲
み
出

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
デ
ィ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
こ
そ
、
今
日
世
界
文
学
に

対
し
て
多
方
面
か
ら
注
が
れ
る
懐
疑
的
眼
差
し
の
根
底
に
あ
る
よ
う
に

思
う
。

　

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
こ
の
態
度
は
、
翻
訳
に
対
す
る
彼
女
の
態
度
と
並
べ

て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
翻
訳
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
と
題

す
る
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
翻
訳
と
は
最
も
親
密
な

読
み
の
行
為
で
あ
り
、
翻
訳
者
は
親
密
な
読
者
と
な
る
権
利
を
み
ず
か

ら
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の

念
頭
に
あ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
白
人
女
性
に
よ
る
、
第
三
世
界
の
女

性
の
書
き
物
の
翻
訳
で
あ
る
。
言
語
は
、
言
葉
と
言
葉
と
を
体
系
的
に

結
び
つ
け
る
ロ
ジ
ッ
ク
と
、
言
葉
の
周
囲
に
漂
う
沈
黙
の
な
か
で
作
用

し
て
論
理
性
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
孕
む
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
複
雑
な
関

係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
西
洋
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ら

は
往
々
に
し
て
、
原
文
テ
ク
ス
ト
の
書
か
れ
た
言
語
に
お
け
る
こ
の
レ

ト
リ
カ
ル
な
側
面
を
理
解
せ
ず
に
翻
訳
を
行
う
の
だ
と
言
う
。
そ
こ
か

ら
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
原
文
の
言
語
に
お
け
る
ロ
ジ
ッ
ク
と
レ
ト
リ
ッ
ク

の
関
係
性
を
十
分
理
解
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
言
語
を
親
密
に
知
る

こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
彼
女
の
言
う
イ
ン
テ
ィ

マ
シ
ー
と
は
「
時
折
、
親
密
な
事
柄
に
つ
い
て
話
す
の
に
、（
自
分
の

第
一
言
語
よ
り
も
）
そ
の
言
語
を
使
う
の
を
好
む2

」
境
地
の
こ
と
で
あ

る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
彼
女
に
特
有
の
容
赦
の
な
い
論
調
で
、「
第
三

世
界
の
女
性
の
書
き
物
は
例
外
な
く
素
晴
ら
し
い
と
い
う
差
別
的
な
前

提
」
に
立
ち
「
女
性
の
団
結
を
声
高
に
叫
ぶ
こ
と
で
み
ん
な
の
人
生
を

不
愉
快
に
す
る
、
覇
権
文
化
・
一
言
語
社
会
出
身
の
女
性3

」
ら
を
告
発

し
て
い
る
の
だ
。



– 56 –

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が
舌
鋒
鋭
く
糾
弾
す
る
の
は
プ
ロ

の
翻
訳
家
で
あ
り
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
授
業
で
発
表
を
行
っ
た
ド
ミ

ニ
カ
人
の
学
部
生
に
同
程
度
の
親
密
な
知
識
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
が
世
界
文
学
の
定
義
の
三
つ
目
と
し

て
「
自
分
に
と
っ
て
の
今
・
こ
こ
の
彼
方
に
あ
る
世
界
と
、
距
離
を
保

0

0

0

0

ち
な
が
ら

0

0

0

0

関
わ
る
方
法4

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
と
ス
ピ

ヴ
ァ
ク
の
間
に
は
、「
親
密
さ
」
と
「
距
離
」
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
態

度
の
ち
が
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
イ
ナ
ー
言
語
に
関
す
る

知
識
は
初
歩
的
な
も
の
で
よ
く
、
あ
と
は
翻
訳
に
頼
れ
ば
よ
い
と
い
う

こ
と
で
は
、
英
語
や
そ
の
他
の
主
要
言
語
の
覇
権
を
増
々
強
固
な
も
の

に
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
、
原
文
精
読
以
外
は
認
め
ず
、
言

語
の
切
れ
目
が
研
究
の
切
れ
目
と
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
文
学
研
究
は
あ

ま
り
に
狭
く
貧
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。「
親
密
さ
」
と
「
距
離
」

の
問
題
に
は
そ
う
簡
単
に
決
着
が
つ
き
そ
う
も
な
い
。
思
う
に
、
大
事

な
の
は
近
い
か
遠
い
か
と
い
う
点
で
は
な
く
、
そ
の
距
離
を
正
確
に
測

0

0

0

0

る
こ
と

0

0

0

な
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
は
自
己
の
立
脚
点
を
し
っ
か
り
と
固

め
、
そ
の
う
え
で
、
対
象
テ
ク
ス
ト
と
自
己
と
の
距
離
を
、
厳
し
い
目

で
正
確
に
測
る
。
自
分
が
自
分
の
裁
定
者
と
な
り
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
言

う
「
親
密
な
読
者
」
と
な
り
得
て
い
る
か
ど
う
か
、
判
断
を
下
す
。
そ

う
し
た
弁
え
の
う
え
で
、
あ
え
て
距
離
を
保
っ
た
ま
ま
テ
ク
ス
ト
と
向

き
合
う
と
い
う
立
場
で
あ
れ
ば
、
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
自
分
の
研
究
に
広
さ
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
さ
ら

に
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
と
広
が
っ
て
い
く
可
能
性
を
示
唆
し
、
今
後
の
研

究
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

世
界
文
学
が
再
び
注
目
を
浴
び
は
じ
め
た
今
世
紀
初
め
、「
な
ぜ
い

ま
世
界
文
学
な
の
か
」
と
い
う
内
省
的
な
問
い
へ
の
回
答
も
試
み
ら
れ

た
。
ト
ム
セ
ン
は
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進

展
に
よ
っ
て
歴
史
・
言
語
・
文
学
の
三
位
一
体
が
以
前
の
よ
う
な
堅
固

さ
を
持
た
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
国
家
の
枠
組
み
の
な
か
で
は
捉
え
き

れ
な
い
作
家
や
作
品
群
（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
文
学
、
移
民
文
学
等
）
が
登

場
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る5

。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
最
も
一

般
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
カ
デ
ィ
ー
ル
は
、
歴
史
的
観
点
か
ら
の
興
味

深
い
考
察
を
加
え
、「
世
界
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
ま
で
文
化
的
・

政
治
的
転
換
点
に
お
い
て
度
々
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
ゲ
ー
テ
が
一
八
二
七
年
一
月
の
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
と
の
会
話
の

な
か
で
世
界
文
学
の
構
想
を
示
し
た
の
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
、

政
治
的
に
分
裂
し
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
世
紀

後
半
に
は
帝
国
主
義
時
代
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
。
翻
っ
て
今
日
の
世

界
に
目
を
向
け
る
と
、
格
差
は
ま
す
ま
す
広
が
り
、
文
化
的
・
宗
教
的

紛
争
が
各
地
で
起
こ
り
、
拡
張
主
義
的
な
動
向
も
認
め
ら
れ
る
。
世
界

文
学
に
関
す
る
議
論
の
再
燃
は
、
歴
史
的
ト
ラ
ウ
マ
の
再
来
を
暗
示
す

る
不
吉
な
兆
し
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
暗
い
予
測
を
カ
デ
ィ
―
ル

は
提
示
し
て
い
る
。
本
年
の
Ｉ
Ｗ
Ｌ
を
主
催
し
た
現
代
文
芸
論
研
究
室
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の
沼
野
充
義
教
授
は
、
一
研
究
者
と
し
て
の
自
身
の
経
験
に
即
し
て
、

世
界
文
学
に
向
き
合
う
こ
と
は
「
こ
の
「
世
界
」
と
い
う
手
垢
に
ま
み

れ
た
言
葉
を
い
ま
一
度
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
視
線
に
さ
ら
し
た
う
え
で
、

改
め
て
そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
」
る
こ
と
で
あ
り
、「
様
々
な
問
題

を
抱
え
て
閉
塞
し
が
ち
な
現
在
の
文
芸
批
評
や
文
学
研
究
、
さ
ら
に
は

大
学
で
の
文
学
教
育
の
あ
り
方6

」
へ
の
自
分
な
り
の
応
答
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
世
界
文
学
の
在
り
方
や
意
義
に
関
す
る
議
論
は
今
後
も
続
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
そ
の
間
に
も
優
れ
た
研
究
成
果
が
着
実

に
蓄
積
し
て
い
き
、
そ
れ
ら
が
世
界
文
学
と
い
う
分
野
に
確
か
な
基
盤

を
与
え
て
い
る
。
大
事
な
の
は
実
践
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
に
言
及
し

た
カ
デ
ィ
ー
ル
の
言
葉
を
引
い
て
み
た
い
。

比
較
文
学
と
は
主
題
（subject

）
で
も
対
象
（object
）
で
も
問
題

（problem

）
で
も
な
い
。
比
較
文
学
と
は
実
践
（practice

）
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
そ
の
実
践
者
た
ち
が
行
う
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
実
践
者
た
ち
は
主
体
（subjects

）
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ

の
扱
う
材
料
を
客
体
化
（objectify

）
し
、
彼
ら
の
実
践
は
な
る

ほ
ど
問
題
含
み
（problem

atic

）
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
何
よ

り
も
ま
ず
比
較
文
学
は
あ
る
コ
ー
パ
ス
や
主
題
や
対
象
や
一
定
不

変
の
問
題
系
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
比

較
文
学
は
、
そ
の
名
に
お
い
て
何
が
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
ら
の

実
践
が
ど
の
よ
う
に
確
認
・
制
定
・
管
理
さ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、

意
義
の
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。7

　

C
om

paratist

な
ら
ぬW

orldist

な
る
呼
称
が
今
後
普
及
す
る
か
ど
う

か
は
不
明
だ
が
、
世
界
文
学
の
担
い
手
た
ち
が
こ
の
先
「
世
界
文
学
」

と
い
う
名
の
下
で
何
を
、
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
く
の
か
、
大
切
な

の
は
結
局
そ
の
点
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
と
の
対
話
の
最
後
に
ダ
ム

ロ
ッ
シ
ュ
が
述
べ
た
、「
世
界
文
学
は
、
下
手
に
行
え
ば
世
界
を
平
ら

に
し
、（
中
略
）
上
手
く
行
え
ば
、
特
異
な
も
の
に
新
し
く
形
を
与
え

直
す8

」
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
だ
。
ハ
イ
・
リ
ス
ク
、
ハ
イ
・
リ
タ
ー

ン
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
薄
っ
ぺ
ら
な
世
界
と
す
る
か
、
時
間
的
空
間

的
広
が
り
の
あ
る
、
表
情
豊
か
な
世
界
と
す
る
か
は
、
一
人
一
人
の
手

に
か
か
っ
て
い
る
。

　

各
国
文
学
、
比
較
文
学
、
世
界
文
学
は
相
互
に
作
用
し
合
う
関
係
に

あ
り
、
ど
れ
か
一
つ
が
他
の
も
の
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
。

モ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
各
国
文
学
と
比
較
（
あ
る
い
は
世
界
）
文
学
の
関
係

性
に
つ
い
て
、
比
較
（
あ
る
い
は
世
界
）
文
学
は
つ
ね
に
各
国
文
学
に

対
し
て
、
知
的
な
異
議
申
し
立
て
を
行
う
存
在
、「
目
の
上
の
た
ん
こ

ぶ9

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
今
度
は
世
界
文
学
が
、
比
較

文
学
に
と
っ
て
の
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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