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芳
賀
徹
先
生
の
御
逝
去
に
、
東
京
大
学
大
学
院
比
較
文
学
比
較
文
化
研

究
室
を
代
表
し
て
改
め
て
深
く
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
「東
大
比
較
」
の

歴
史
を
振
り
返

っ
て
、
島
田
謹
二
先
生
を
仮
に

「第

一
世
代
」
と
呼
べ
る

な
ら
、
芳
賀
徹
先
生
は
間
違
い
な
く
、
平
川
縮
弘
先
生
と
共
に

「第
二
世

代
」
の
旗
頭
だ

っ
た
。
研
究
室
に
残
る
記
録
に
よ
る
と
、
芳
賀
先
生
は

一

九
八
三
年
か
ら

一
九
八
七
年
ま
で
主
任
を
務
め
ら
れ
、
そ
の
後
の
主
任
は

す
で
に
十
名
、
三
十
年
以
上
の
時
が
流
れ
て
い
る
。
一
九
九
六
年
の
大
学

院
重
点
化
と
い
う
大
改
革
を
経
て
、
比
較
研
究
室
は
大
き
な
組
織

へ
と
改

編
さ
れ
、
多
様
な
専
門
家
が
集
う
、
実
質
別
の
研
究
教
育
組
織

へ
と
生
ま

れ
変
わ
っ
た
。
け
れ
ど
も
比
較
文
学
、
比
較
芸
術
、
比
較
文
化
論
を
学
ぼ

う
と
入
学
す
る
大
学
院
生
に
と

っ
て
、
「東
大
比
較
」
は
今
で
も
日
本
に
お

け
る
主
要
な
研
究
拠
点
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
あ
る
ま
い
。
芳
賀

先
生
た
ち
第
二
世
代
は
間
違
い
な
く
、
こ
の

「若
く
美
し
い
学
問
」
が
、

東
京
大
学
内
の
み
な
ら
ず
、
日
本
や
世
界
で
正
当
に
認
知
さ
れ
る
た
め
の

学
術
活
動
を
、
旺
盛
な
著
作
は
言
う
に
及
ぼ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
推
し

進
め
た
と
言
え
る
。
研
究
室
の
歴
史
の
末
端
に
位
置
す
る
者
の

一
人
と
し

て
、
そ
の
大
き
な
学
思
に
、
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。こ

こ
か
ら
は
私
自
身
の
感
懐
を
綴
る
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
。
私
が

比
較
研
究
室
に
入
学
し
た
の
は

一
九
八
五
年
。
学
習
院
で
中
学
以
来
大
学

ま
で
育
っ
た
私
に
と
っ
て
、
「芳
賀
徹
」
と
は
、
何
よ
り
も
魅
力
的
な
著
作

の
著
者
と
し
て
鮮
烈
に
あ
ら
わ
れ
た
。
と
り
わ
け

「絵
画
の
領
分
―
―
近

代
日
本
比
較
文
化
史
研
究
費
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
四
月
）
は
、
『講
座
比

較
文
学
』
全
八
巻

（東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
六
月
―
一
九
七
六
年
二
月
）

決
意
さ
せ
た
思

い
出
の
書
物
で
あ
る
。
今
思
う
と
当
時
は
、
文
字
通
り
僣

越
に
も

「
こ
う
い
う
研
究
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
比
較
文
学
と
い
う
学

問
は
良
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
全
く
無
い
時
代
環
境

の
中
で
、
新
し
い
学
問
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
か
っ
た
。
「講
座
比
較
文
学
」
を
手
当
た
り
次
第
に
読
ん
で
、
目

指
す
べ
き
遠

い
指
標
と
な
る
よ
う
な
論
文
を
発
見
し
、
そ
し
て

『絵
画
の

領
分
』
に
、
研
究
世
界
は
こ
ん
な
に
自
由
で
広

い
ん
だ
と
い
う
感
動
を
得

た
。
今
思
え
ば
ま
だ
ま
だ
幼
い
感
想
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
大

き
な
人
生
の
決
断
を
す
る
の
に
十
分
な
根
拠
が
、
そ
こ
に
は
あ

っ
た
。

「比
較
」
に
入
学
し
、
芳
賀
先
生
の
授
業

に
も
出
て
驚

い
た
の
は
、
緻

密
な
実
証
と
豊
か
な
本
文
評
釈
を
展
開
す
る
そ
の
著
述
か
ら
想
像
さ
れ
る

以
上
に
、
豪
放
驀
落
な
先
生
の
授
業
展
開
の
仕
方
で
あ

っ
た
。
駒
場
八
号

館
の
あ
の
ゼ
ミ
室
を
覚
え
て
い
る
方
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
大
学
院
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
、
い
つ
も
四
十
人
く
ら
い
ぎ

っ
し
り
と
集
ま
る
部
屋
で
、
０

Ｂ

・
Ｏ
Ｇ
の
参
加
も
あ
る
。
先
生
の
論
理
展
開
の
甘
さ
に
食

っ
て
か
か
る

先
輩
院
生
や
、
日
も
覚
め
る
よ
う
な
口
頭
発
表
を
事
も
な
げ
に
お
こ
な
う

留
学
生
な
ど
、
自
由
闇
達
き
に
沿
れ
、
驚
き
の
連
続
だ

っ
た
。
芳
賀
先
生

の
お
得
意
は
、
そ
う
し
た
準
備
周
到
な
発
表
に
茶
々
を
入
れ
る
こ
と
―
―

「
っ
て
言

っ
た

っ
て
、
や

っ
ぱ
り
三
島
は
た
い
し
た
作
家
じ
ゃ
な
い
よ
」

と
か
、
「
そ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
簡
単
に
言
え
る
か
？
」
な
ど
と
い
う
よ
う

な
、
い
わ
ば
雑
駁
か
つ
無
責
任
な
感
想
か
ら
、
評
釈
の
細
部
の
誤
解
を
指

摘
す
る
よ
う
な
冴
え
き

っ
た
批
評
ま
で
、
こ
れ
は
他
の
ど
の
授
業

で
も

（そ
の
前
も
、
そ
の
先
も
）
出
会
え
な
か
っ
た
授
業
方
法
で
あ
る
。
雑
駁
な
感

追
悼

芳
賀
徹
先
生

種
蒔
く
人

今
橋

映
子

芳
賀
徹
先
生
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
二
十
日
に
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
。

コ
ロ
ナ
禍
が
世
界
規
模
の
災
厄

へ
と
広
ま
る
直
前
、
そ
れ
で
も
ご
葬
儀
に

多
く
の
方
が
集
ま
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
不
幸
中
の
幸

い
で
あ

っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
何
か
の
関
西
旅
行
で
比
較
関
係
の
数
人
が
ご

一
緒

し
た
と
き
、
芳
賀
先
生
は
、
「あ
え
て
こ
だ
よ
」
で
帰
ろ
う
、
と
仰

っ
て
、

小
さ
な
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
ボ
ト
ル
や
ら
ビ
ー
ル
や
ら
を
、
ご
機
嫌
で
買
い
込

ん
だ
。
人
気
の
少
な
い
車
中
の
暢
気
な
会
話
の
合
間
に
何
を
言
い
出
す
の

か
と
思
え
ば
、
「僕
が
死
ん
だ
ら
、
何
人
く
ら
い
葬
式
に
来
て
く
れ
る
か
な

あ
…
…

「あ
、
今
日
は
授
業
だ
か
ら
無
理
だ
」
と
か
言

っ
て
あ
ん
ま
り
来

て
く
れ
な
い
か
な
あ
」
な
ど
と
仰
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
軽
口
で
鷹
揚
に

受
け
流
し
て
い
た
大
澤
古
博
さ
ん
は
、
先
生
よ
り
先
に
あ
の
世
に
旅
立
た

れ
た
。
芳
賀
先
生
の
ご
葬
儀
の
日
、
そ
の
遺
影
を
仰
ぎ
な
が
ら
そ
れ
を
ふ

と
思
い
出
し
、
速
く
韓
国
か
ら
も
弟
子
た
ち
が
参
列
し
た
、
心
の
こ
も

っ

た
追
悼
の
時
間
を
、
先
生
は
嬉
し
く
受
け
取

っ
て
下
さ
つ
た
の
で
は
な
い

か
と
、
今
改
め
て
思
う
―
―
。

と
共

に
　
大
学
仏
文
科
四
年
十
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想
が
暴
走
し
始
め
る
と
、
先
輩
た
ち
の
に
や
に
や
が
止
ま
ら
な
い
。
先
生

を
よ
く
知
ら
な
い
人
々
が
急
に
そ
れ
を
見
聞
き
す
れ
ば
、
か
な
り
危
う

い

冗
談
に
も
聞
こ
え
た
だ
ろ
う
。
授
業
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
だ
か
ら
こ
そ
許
さ

れ
た
、
そ
し
て
そ
の

「茶
々
」
を
上
手
く
受
け
止
め
ら
れ
る
若
い
世
代
と

の
相
互
信
頼
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
の
展
開
だ
っ
た
、
と
今
だ
か
ら
こ
そ
分

か
る
。

比
較
文
学
比
較
文
化
の
先
達
と
し
て
、
大
学
院
を
率

い
て
い
た
芳
賀
徹

先
生
の
姿
を
水
く
留
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
の
中
に
浮
か
ぶ
の
は

「種

蒔
く
人
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

比
較
文
学
比
較
文
化
と
い
う
学
問
の
徒
は

「広
く
深
く
」
耕
す
べ
し
と

指
し
示
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
先
生
の
著
作
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る

ま
い
―
―
幕
末
明
治
期
外
交
官
の
西
欧
体
験
、
絵
画
と
文
学
、
秋
田
蘭
画

や
江
戸
時
代
博
物
学
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
時
代
の
日
仏
美
術
、
平
賀
源
内
や

渡
辺
華
山
、
与
謝
蕪
村
や
桃
源
郷
の
詩
歌
と
絵
画
、
東
京
や
京
都
の
都
市

論
、
日
本
近
代
詩
歌
や
絵
画
の
比
較
芸
術
論
…
…
厳
密
な
本
文
評
釈
に
裏

付
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
発
想
が
自
由
に
羽
ば
た
き
、
か
つ
そ
の
発
想
を
豊

か
な
日
本
語
に
結
実
さ
せ
る
稀
有
な
才
能
が
、
多
く
の

一
般
読
者
を
も
意

き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
著
者
が
大
学
院
の

「教
室
」
と
い
う
場
に
い
っ
た
ん
入
る

と
、
「種
蒔
く
人
」
へ
と
し
ば
し
ば
変
身
す
る
の
で
あ
る
。
先
生
は
著
作
の

前
段
階
と
し
て
、
教
育
者
の
姿
で
多
く
の
種
を
蒔
き
、
自
分
で
も
し
ば
し

ば
そ
こ
か
ら
芽
を
育
て
、
作
物

へ
と
成
長
さ
せ
た
。
「権
兵
衛
が
種
ま
き
ゃ
、

烏
が

つ
い
ば
む
―
―

っ
て
や
つ
だ
ね
」
と
よ
く
笑

っ
て
い
ら
し
た
。
「修
論

良
い
よ
」
と
―
―
。

そ
し
て
し
ば
し
ば
、
ゼ
ミ
室
の
私
た
ち
の
顔
を
眺
め
な
が
ら
、
子
当
た

り
次
第
に

「
あ
な
た
に
似
合
う
研
究
テ
ー
マ
」
の
種
を
蒔
こ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
実
は
言

っ
た
ご
本
人
の
方
は
、
そ
の
場
で
忘
れ
て
い
く
の
で
あ

ろ
う
、
と
今
で
は
苦
笑
す
る
よ
う
な
思
い
出
だ
が
、
言
わ
れ
た
方
は
忘
れ

て
い
な
い
。
例
え
ば
私
に
は
何
か
の
折
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

・
ド
レ
ッ

サ
ｌ

ｏ
，

コ．∽一（）０
ず
Ｑ

∪
お
膠
Ｒ

（
．
八
三
四
―

一
九
〇
四
年
）
を
や

っ
た
ら
良

い
と
勧
め
、
あ
る
と
き
は
小
川
芋
銭
を
ぜ
ひ
、
と
主
張
さ
れ
た
。
何
と
言

っ
て
も

「大
先
生
」
の
前
で
応
答
に
困
る
若
輩
者
で
あ

っ
た
訳
だ
が
、
そ

の

「種
ま
き
」
を
鷹
揚
に
か
わ
す
先
輩
た
ち
の
や
り
と
り
を
見
て
、
な
る

ほ
ど

「聞
く
耳
、
聞
か
ぬ
耳
」
を
持

つ
中
で
、
自
分
が
本
当
に
や
り
た
い

方
向
も
ま
た
明
確
に
な
る
の
だ
な
あ
と
会
得
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

し
か
し

一
方
で
、
積
極
的
に
蒔
か
れ
た
種
を
拾
い
に
行
こ
う
と
し
た
こ

と
も
あ
る
。
あ
の
愛
読
し
て
い
た

『
絵
画
の
領
分
』
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
こ
の
著
作
は
論
文
博
上
号
を
取
得
し
た
広
汎
な
仕
事
だ
け
に
、
高

橋
由

一
、
森
鵬
外
と
原
田
直
次
郎
、
黒
田
清
輝
、
夏
目
漱
石
、
高
橋
山

一

と
岸
田
劉
生
、
劉
生
か
ら
中
村
草
田
男
に
至
る
ま
で
、
ジ
ャ
ン
ル
と
時
代

を
超
え
た
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
も

っ
て
い
る
。
芳
賀
徹
と
い
う
研
究
者
は

決
し
て
理
論
構
築
派
と
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
書
物
に
は
、

「絵
画
と
文
学
」
と
い
う
領
域
横
断
的
研
究
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
系

が
豊
か
に
含
ま
れ
て
い
る

Ｔ
バ
術
に
お
け
る
「写
実
」
の
問
題
、
明
治
大
Ｉ
期
の

美
術
批
評
、
美
術
家
と
文
学
者
の
協
働
、
小
説
の
中
の
絵
、
画
家
小
説
、
造
本
と
装

槙
芸
術
な
ど
）。
そ
の
上

「種
蒔
く
人
」
は
、
全
く
惜
し
む
こ
と
な
く
、
絵

画
と
文
学
の
領
域
横
断
研
究
の
可
能
性
を
、
つ
ま
り
将
来
的
な
研
究
可
能
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ち
り
ば
め
て
い
る
こ
と
に
、
次
第
に
私
は
気
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

例
え
ば
同
書
の

コ
二
四
郎
』
論
の
中
、
美
蒲
子
が
三
四
郎
と
空
の
雲
を

眺
め
て
、
詩
的
な
表
現
を
繰
り
出
し
て
い
る
場
面
を
提
え
、
芳
賀
先
生
は

そ
の
註
の
中
で

（同
書
、
二
九
二
頁
註
Ｈ
）、
漱
石
が
ラ
ス
キ
ン
か
ら
そ
う
し

た

「雲
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い
感
受
性
と
そ
の
表
現
と
を

つ
ち

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
定
し
た
上
で
、
『枕
草
子
」
か
ら
司
馬
江
漢
、

国
本
田
独
歩
、
徳
冨
産
花
、
島
崎
藤
村
、
志
賀
重
昂
、
高
橋
由

一
や
浅
井

忠
な
ど
を
次
々
と
列
挙
し
、
「
日
本
の
文
学
と
美
術
に
お
け
る
雲

の
描
写

の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
は
、
比
較
文
化
史
研
究
の

一
草
と
し
て
き

わ
め
て
興
味
深
い
に
ち
が
い
な

い
」
と
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
の

一‐種
」

は
修
論
テ
ー
マ
を
色
々
と
迷

っ
て
い
た
私
を
誘
惑
し
、
様
々
に
可
能
性
を

探

っ
て
み
た

―
―
ム
ま
さ
に
、
雲
を
掴
む
よ
う
な
話
だ
ね
え
」
と
い
う
、

指
導
教
官

（川
本
皓
嗣
先
生
）
の
適
切
な
ま
ぜ

っ
か
え
し
の

一
言
が
無
け
れ

ば
、
大
分
迷

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
や
が
て
目
“
げ
Ｒ
絆
∪
営
静
３
」
ｓ
ヽ，

ユ
ヽ
ヽ
ミ
ド
ヽ
ヽ
熟
¨ヽ
も
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
も
ヽ
お
ざ
ミヽ
さ

゛
ヽ
きヽ
さ
ミ
■
盟
●
Ｐ
豊
」
Ｒ
じ
と

い
う
書
物
が
出
て
い
る
こ
と
に
自
ら
気
づ
き
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
論
を
扱

う
に
は
美
学
的
な
訓
練
が
相
当
必
要
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

あ
れ
か
ら
長
い
時
間
が
経

っ
て
、
そ
れ
で
も
、
あ
る
学
問
体
系
を
継
承

す
る
に
あ
た
っ
て
、
感
興
と
挑
戦
の
意
味
を
込
め
て
、
多
く
の
種
を
蒔
く

こ
と
の
重
要
性
を
、
私
は
今
噛
み
し
め
て
い
る
。
芳
賀
徹
先
生
の
、
種
蒔

く
と
き
の
、
ち
ょ
っ
と
い
た
ず
ら
っ
子
の
よ
う
な
あ
の
笑
顔
を
思
い
出
し

な
が
ら
―
―
。



編

輯

後

配

◎
　
重
訳
は
、
翻
訳
に
深
く
関
わ
る

重
要
な
現
象
で
あ
り
、
時
と
し
て
初

訳
よ
り
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
漢

訳
仏
典
の
訓
読
を
通
じ
て
形
成
さ
れ

て
き
た
日
本
の
仏
教
も
、
重
訳
宗
教

と
呼
ん
だ
と
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

◎
　
巻
頭
言
は
、
編
輯
委
員
の
間
に

ち
ょ
つ
と
し
た
思
い
違
い
が
生
じ
、
も

は
や
人
選
し
て
依
頼
に
及
ぶ
餘
裕
な

し
、
特
輯
責
任
者
の
私
が
敢
え
て
禿

筆
を
揮
う
こ
と
に
な
っ
た
。

◎
　
菅
原
論
文
は
、
初
期
の
荷
風
が

プ
ラ
作
品
の
英
訳
か
ら
重
訳
を
試
み

た
事
実
を
手
堅
く
論
述
し
、
重
訳
が

黎
む
基
本
的
な
問
題
を
指
摘
す
る
。

◎
　
稲
賀
論
文
は
、
翻
訳
の
諸
問
題

か
ら
説
き
起
こ
し
、
東
西
両
洋
を
縦

横
無
尽
に
駆
け
巡
り
な
が
ら
重
訳
を

論
じ
る
。
コ
菫
訳
研
究
序
説
」
と
称
し

て
も
差
し
支
え
な
い
一文
で
あ
ろ
う
。

◎
　
拙
論
は
、
漢
文
訓
読
の
作
業
過

程
を

合
二
菫
訳
）
と
看
傲
し
、
そ
の
実

体
の
模
式
化
を
試
み
た
も
の
。

◎
　
張
論
文
は
、
中
埜
止
直

［訳
］
『
西

国
立
志
編
』
の
中
国
語
版
す
な
わ
ち

林
萬
里

［重
訳
「
自
助
論
」
の
時
代

背
景
と
影
響
と
を
詳
述
す
る
。

◎
　
そ
れ
ぞ
れ
勤
務
先
で
要
職
に
あ

る
多
忙
な
二
氏
か
ら
興
味
深
い
論
考

を

辱

く
し
た
。
特
輯
責
任
者
と
し
て

姦
に
満
腔
の
謝
意
を
表
す
る
。

◎
　
本
号
で
は
、
初
の
試
み
と
し
て

特
輯
論
文
を
公
募
し
た
。
活
き
の
好

い
若
手
会
員
の
投
稿
を
期
待
し
て
の

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
結
果
は
、
威

令
行
わ
れ
ず
、
六
十
四
歳
の
私
が
最

年
少
と
相
成

っ
た
。
特
輯
論
文
を
公

募
す
る
方
式
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
誤

り
で
な
か
っ
た
と
思
う
の
だ
が
。

◎
　
前
号
で
は

「上
」
の
み
の
掲
載
に

止
ま
っ
た
井
上
論
文
と
中
村
論
文
の

「下
」
を
本
号
に
載
録
で
き
た
の
は
、

悦
ば
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

◎
　
芳
賀
徹
先
生
の
追
悼
文
等
は
、

エ
リ
ス
俊
子
氏
の
統
括
の
も
と
に
編

纂
さ
れ
た
。
篇
々
一
と
し
て
在
り
し
日

の
方
賀
先
生
を
想
わ
し
め
ぎ
る
は
無

し
。
改
め
て
学
恩
を
噛
み
し
め
つ
つ
味

読
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
望
む
。

◎
　
芳
賀
徹
先
生
の
著
作
目
録
は
、

徳
盛
誠
氏
の
統
括
に
係
る
文
字
ど
お

り
の
労
作
で
あ
る
。
道
漏
あ
ら
ば
、
後

日
の
補
充
を
期
す
。

◎
　
衣
笠
正
晃
氏
が
英
文
の
著
作
に

つ
い
て
周
到
な
書
評
を
寄
せ
て
く
だ

さ
っ
た
。
厚
く
御
礼
を
中
し
上
げ
る
。

◎
　
紙
幅
の
関
係
上
、
本
誌
の
常
例

な
る

展

覧
会

・
図
録
評
〓
Ｆ

″
Ｉ
■

″
言
』
は
掲
載
で
き
な
か
っ
た
。
暫
く

御
寛
恕
を
請
う
。

◎
　
杉
田
英
明
氏
に
よ
る
編
輯

・
校

間
は
、
本
号
を
以
て
終
焉
を
迎
え
た
。

杉
田
氏
の
綿
密
き
わ
ま
る
校
関
作
業

灘
り
せ
ば
、
本
誌
が
今
日
に
至
る
ま

で
学
術
的
水
準
の
維
持

・
向
上
を
図

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

長
き
に
わ
た
る
多
大
な
御
尽
力
に
対

し
、
衷
心
よ
り
感
謝
を
捧
げ
る
。

◎
　
次
号
か
ら
は
、
新
体
制
の
編
輯

委
員
会
が
編
輯
作
業
を
引
き
継
ぐ
。

会
員
各
位
に
倍
旧
の
御
協
力
を
お
願

い
中
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（童
響
時
Ｉ
Ｔ
）
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[巻頭言]重訳管見―一―吾が疑念と体験 ………………………古田島洋介 (1)

重訳について―‐―永井荷風のゾライズム期の訳業をめくちて…・

感情移入と気勒 周辺――――発散と収東 :重訳の重畳と

訳し戻しの逸脱とのあいだ…………………………………

漢文訓1読の《二重訳》
― 標準模型構築の試み ………………

中国におけるF自助論』一―その重訳をめくちての結論………

ハードボイルド文学と19"年代日本
一― 男の声の翻訳とその反転の可能性をめくちて (下)……… 井上

植民地の文学少女――ジーン・リース『カルテット』(下 )………中村

菅原 克也 (8)

稲賀 繁美(34)

古田島洋介 (52)

張  偉雄 (69)

健 (91)

和恵 (107)

追悼 芳賀徹先生

[弔辞と謝辞]芳賀徹追悼の辞 (平川緒弘)/父と若く美しく悦ばしき学問
^――比較文学比較文化を言祝ぐ(芳賀満)/国際比較文学会のことな
ど(川本皓嗣)/芳賀徹先生を悼む (菅原克也)/種蒔く人(今橋映子)… (124)

[思い出]芳賀徹さんを偲ぶ (大島員木)/けふはほろ とゝもなかぬ (加納孝
代)/「詩歌の森の人」(大嶋仁)/源内と桃源郷のあいだ (佐藤宗子)

/明るい日の記憶から(杉田英明)/先生を偲ぷ(佐 木々英昭)/思師
を送る(李応寿)/華やかな文化人 (佐伯願子)/芳賀先生のこと(林

容澤)/娘に慕われた「お爺ちゃん」(張競)/芳賀先生の思い出 (平石
典子)/芳賀徹先生 (君野隆久)……………………………………… (139)

[本文の解釈]『みだれ髪の系譜』に寄せて (エ リス俊子)/「ライデンの川

原慶賀」(山中由里子)/美術評論家としての方賀徹一― 最後の電話
でのやり取りから(稲賀繁美)………………………… …… ………… (165)

[書評]芳賀徹著『桃源の水脈― ―東アジア詩画の比較文化史』(_L垣外
憲一)/芳賀徹著『外交官の文章―― もう一つの近代日本比較文化
史』(松技佳奈)………………………………………… ……………… (174)

芳賀徹先生著作日録
……………………… 徳盛 誠・杉田英明 。澁谷祐太・東崎悠乃共編 (182)
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