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塚
越
　
義
幸
　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
芭
蕉
俳
諧
に
表
現
さ
れ
た
漢
詩
文

　
―
享
受
と
そ
の
変
容
―
』

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
漢
詩
文
調
期
の
実
作
や
俳
文
を
通
し
、
従
来
指
摘
さ
れ

て
き
た
漢
詩
文
の
出
典
論
に
対
し
、
「
漢
詩
文
を
ど
う
捉
え
（
受
容
）
」
「
ど
う
俳
諧
作
品
に
昇

華
さ
せ
た
か
（
変
容
）
」
と
い
う
視
点
を
出
発
点
と
し
て
、
漢
詩
文
の
受
容
と
共
感
を
五
部
に

わ
た
り
考
証
し
て
い
る
。

　
第
一
部
一
章
に
つ
い
て
は
、
延
宝
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）
か
ら
天
和
（
一
六
八
一
～

一
六
八
八
）
期
の
新
奇
を
求
め
た
漢
詩
文
調
の
増
加
傾
向
を
、
漢
詩
題
風
の
詩
題
を
持
つ
も

の
、
漢
文
体
を
用
い
る
も
の
、
漢
文
訓
読
体
（
書
き
下
し
文
）
を
用
い
た
も
の
、
句
点
（
圏

点
）
を
用
い
た
も
の
、
「
～
を
」
文
体
を
用
い
た
も
の
な
ど
を
五
分
類
し
、
そ
の
著
し
い
増
加

傾
向
を
（
特
に
芭
蕉
と
其
角
）
指
摘
し
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
和
文
体
の
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中
で
の
個
性
を
狙
う
点
を
指
摘
し
、
「
漢
詩
文
調
」
に
よ
り
芭
蕉
の
新
風
俳
諧
に
取
り
組
ん
だ 

こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
漢
詩
文
調
」
が
宗
因
風
の
俳
諧
の
閉
塞

状
況
を
打
ち
破
る
一
過
性
の
奇
趣
追
求
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
所
説
に
、
著
者
は
蕉
門
で
は 

む
し
ろ
肯
定
的
に
捉
え
、
蕉
風
俳
諧
の
定
立
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
と
す
る
。
そ
の
際
に
、

芭
蕉
が
「
漢
詩
」
に
い
か
な
る
実
態
を
感
得
し
た
か
が
論
じ
ら
れ
、『
田
舎
の
句
合
』（
嵐
雪

序
文
）「
東
坡
が
風
情
、
杜
子
が
洒
落
、
山
谷
が
気
色
」、
あ
る
い
は
「
詩
は
李
白
・
杜
甫
が

腸
を
さ
ぐ
り
て
、
東
坡
・
山
谷
が
風
騒
を
ま
な
び
」
（
支
考
『
続
五
論
』
新
古
論
）
な
ど
の
言

説
か
ら
、
杜
甫
・
李
白
・
蘇
東
坡
・
黄
山
谷
な
ど
の
唐
宋
詩
人
を
規
範
と
す
る
考
え
が
漢
詩

文
調
期
に
芭
蕉
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
芭
蕉
は
詩
を
素
材

の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
、
俳
諧
に
情
趣
が
重
な
れ
ば
摂
取
し
、
俳
諧
に
生
か
そ
う
と
し
て
い

た
と
ま
と
め
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
『
俳
諧
合
』
に
見
み
ら
れ
る
芭
蕉
の
判
詞
を
視
点
に
漢

詩
文
に
対
す
る
傾
向
を
考
察
す
る
。
『
田
舎
の
句
合
』
お
よ
び
『
常
盤
屋
の
句
合
』
の
判
詞
中
、

五
十
番
中
二
十
三
番
が
漢
詩
文
を
判
詞
に
使
用
し
て
お
り
、
し
か
も
漢
詩
文
を
引
用
し
た
方

が
お
し
な
べ
て
勝
者
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
安
期
か
ら
広
く
接
受
さ
れ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
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『
蒙
求
』、
五
山
文
学
か
ら
受
容
さ
れ
て
き
た
『
荘
子
』『
古
文
真
宝
』『
錦
繍
段
』
や
杜
詩
な

ど
の
漢
文
受
容
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
そ
れ
が
後
の
蕉
風
確
立
の
先
駆
と
な
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
第
二
部
「
漢
詩
文
調
期
の
芭
蕉
俳
諧
と
杜
甫
」
第
一
章
「『
田
舎
の
句
合
』
序
考
―「
杜
子

が
洒
落
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
『
田
舎
の
句
合
』
は
其
角
の
自
作
発
句
集
に
芭
蕉
が
判
詞

を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
嵐
雪
の
序
文
に
あ
る
「
東
坡
の
風
情
、
杜
子
が
洒
落
、
山
谷
が
気

色
」
の
「
洒
落
」
に
つ
き
、
李
白
の
詩
風
と
対
照
的
な
沈
鬱
な
傾
向
を
挙
げ
つ
つ
も
、
積
極

的
な
享
楽
主
義
が
あ
る
と
み
と
め
て
い
る
。
第
二
章
「
芭
蕉
の
初
期
の
草
庵
を
場
と
す
る 

「
わ
び
」
―
杜
子
と
の
か
か
わ
り
」
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
用
例
を
挙
げ
、
「
初

期
の
草
庵
を
場
と
す
る
も
の
」
「
後
期
の
旅
を
場
と
す
る
も
の
」
と
二
分
さ
れ
る
前
者
に
注

目
す
る
。
中
国
の
隠
逸
、
西
行
の
清
貧
な
ど
を
意
識
し
、
そ
こ
に
喜
び
を
感
じ
る
姿
勢
が 

「
わ
び
」
と
い
う
価
値
に
結
実
し
て
ゆ
く
過
程
に
、
杜
詩
が
介
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
章
「
深
川
移
居
前
後
の
芭
蕉
俳
文
に
現
れ
た
杜
詩
―
そ
の
出
典
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、

従
来
に
お
け
る
狭
義
の
出
典
論
に
対
し
、
当
時
の
俳
人
ら
が
享
受
し
う
る
知
識
を
提
供
し
た
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も
の
と
い
う
視
点
か
ら
改
め
て
考
察
し
て
い
る
。
深
川
移
居
の
俳
文
に
見
え
る
杜
詩
の
出
典

を
挙
げ
、
江
戸
時
代
の
往
時
の
版
本
の
流
通
か
ら
十
一
種
を
つ
ぶ
さ
に
挙
例
し
て
い
る
。
第

四
章
「
芭
蕉
俳
諧
と
『
詩
人
玉
屑
』
―
杜
甫
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
従
来
の
「
詩
話
」

と
の
関
連
の
指
摘
に
加
え
て
、
芭
蕉
俳
諧
に
お
け
る
『
詩
人
玉
屑
』
所
収
作
品
と
の
関
係
を

指
摘
し
、と
り
わ
け
杜
詩
を
「
古
今
の
詩
歌
を
集
大
成
し
た
」「
熟
慮
を
重
ね
た
作
詩
」「
変
化
」

な
ど
を
評
価
し
た
『
詩
人
玉
屑
』
を
通
し
て
芭
蕉
は
、
杜
甫
を
意
識
し
て
い
っ
た
と
考
察
す
る
。

　
第
三
部
「
貞
享
期
の
芭
蕉
俳
諧
と
漢
詩
文
」
第
一
章
「
蕉
風
樹
立
期
の
芭
蕉
俳
諧
と
漢
詩

文
」
で
は
、
芭
蕉
の
新
風
を
確
立
し
た
「
虚
栗
」
ま
で
の
漢
詩
文
の
影
響
を
平
安
時
代
以
来

の
『
白
氏
文
集
』
『
蒙
求
』
等
、
五
山
文
学
以
降
の
『
古
文
真
宝
』
等
の
二
系
統
を
指
摘
し
、

杜
甫
の
沈
鬱
寂
寥
か
ら
「
わ
び
」
を
意
識
し
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
へ
と
推
移
し
て
い
く
過
程

で
、
表
面
的
な
受
容
か
ら
漢
詩
文
が
す
で
に
血
肉
化
し
て
お
り
、
蕉
風
定
立
に
貢
献
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
章
「
四
山
の
瓢
―
「
素
翁
李
白
に
か
は
り
て
、
我
貧
を
清
く

せ
ん
と
す
」
―
」
で
は
、
芭
蕉
の
俳
文
「
四
山
の
瓢
」
に
お
け
る
山
口
素
堂
の
句
を
媒
介
に
、

芭
蕉
に
お
け
る
清
貧
を
考
察
し
、
両
者
に
お
け
る
脱
俗
高
尚
な
生
活
感
の
共
通
性
を
指
摘
し
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た
。
第
三
章
「『
蓑
虫
説
跋
』
考
―「
離
騒
の
た
く
み
有
に
ゝ
た
り
」
―
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る 

「
離
騒
」
だ
け
で
は
な
く
、『
離
騒
経
』
す
な
わ
ち
『
楚
辞
』
を
意
味
す
る
と
認
め
、
蕉
風
に

お
け
る
隠
者
指
向
、『
荘
子
』
「
無
用
の
用
」
「
自
得
」
な
ど
に
素
堂
の
影
響
を
認
め
る
。

　
第
四
部
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
漢
詩
文
」
第
一
章
「「
田
一
枚
植
て
立
ち
去
る
柳
か
な
」

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
陸
機
「
猛
虎
行
」
と
の
か
か
わ
り
」
で
は
、
当
該
句
の
主
語
に
注
目
し
、

「
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
」
に
引
く
陸
機
「
猛
虎
行
」
の
冒
頭
二
句
が
往
時
諺
の
ご
と
く
人
口
に
膾

炙
し
、
風
流
の
植
物
で
あ
る
柳
す
ら
悪
木
と
し
、
そ
こ
を
「
立
ち
去
る
」
こ
と
に
意
味
を
認

め
る
。
第
二
章
「「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」

で
は
、
藤
原
三
代
の
栄
華
が
潰
え
た
歴
史
を
回
顧
し
、
荒
廃
し
た
平
泉
を
詠
じ
た
と
断
じ
て

い
る
。
第
三
章
「
山
刀
伐
峠
越
え
「
高
山
森
々
と
し
て
一
鳥
声
聞
か
ず
」
の
典
拠
を
め
ぐ
っ
て
」

で
は
、
従
来
王
安
石
の
絶
句
「
鍾
山
」
あ
る
い
は
杜
甫
「
蜀
相
」
を
出
典
と
す
る
説
が
有
力

で
あ
る
が
、
著
者
は
杜
甫
の
李
白
詩
引
用
の
関
係
、
芭
蕉
の
断
章
取
義
的
な
傾
向
か
ら
李
白

の
「
荊
州
浮
舟
望
蜀
江
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
第
四
章
「
山
中
温
泉

　
曽
良
と
の

別
れ
―「
隻
鳧
わ
か
れ
て
雲
に
ま
よ
ふ
が
ご
と
し
―
」」
で
は
、
曽
良
が
病
を
得
て
離
別
に
際
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し
て
詠
ん
だ
「
隻
鳧
わ
か
れ
て
雲
に
ま
よ
ふ
が
ご
と
し
」
は
『
蒙
求
』
所
収
「
李
陵
初
詩
」「
雙

鳧
倶
北
飛
、
一
鳧
獨
南
翔
」
に
依
拠
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
芭
蕉
は
敢
え
て
「
隻
鳧
」
を

俳
諧
味
を
増
す
た
め
に
使
用
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
第
五
章
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
鈔
』
と
漢
詩

文
―
そ
の
引
用
と
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
現
存
最
古
の
注
釈
書
に
お
け
る
漢
詩
文
引
用

箇
所
七
十
八
箇
所
全
て
を
悉
皆
調
査
し
、
文
脈
上
の
最
適
解
釈
を
探
っ
て
い
る
。
そ
の
施
注

内
容
か
ら
（
一
）
漢
詩
文
と
俳
諧
と
の
影
響
関
係
の
認
め
う
る
も
の

　（
二
）
字
義
の
解
釈

　

（
三
）
引
用
意
図
の
不
明
確
な
も
の
　
と
大
別
が
可
能
と
な
り
、
後
世
の
解
釈
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
点
を
つ
ぶ
さ
に
論
じ
て
い
る
。

　
第
五
部
「
芭
蕉
俳
諧
と
漢
詩
文
と
そ
の
周
辺
」
は
、「
付
合
語
集
」『
俳
諧
類
船
集
』
に
所

収
さ
れ
た
漢
詩
文
を
通
し
て
の
所
謂
二
次
受
容
を
考
察
す
る
。
連
句
に
お
け
る
『
古
文
真
宝
』

の
影
響
、
俳
諧
に
お
け
る
楊
貴
妃
像
の
諸
相
、
釈
奠
を
通
し
て
み
た
其
角
の
句
「
聖
堂
に
こ

ま
ぬ
く
蝶
の
袂
哉
」
の
新
解
釈
の
提
出
な
ど
で
あ
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
に
お
け
る
著
者
の
意
図
は
、
従
来
の
研
究
に
少
な
か
ら
ぬ
指
摘
の
あ
る
芭
蕉
俳
諧

に
及
ぼ
し
た
漢
詩
文
の
影
響
に
あ
る
。
著
者
の
言
葉
で
言
え
ば
漢
詩
文
を
接
受
し
た
「
受
容
」

と
そ
こ
か
ら
種
々
の
刺
激
を
受
け
て
漢
詩
文
の
影
響
な
ら
で
は
の
窯
変
・
昇
華
を
「
変
容
」

と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
研
究
を
い
か
に
位
置
づ
け
、

ど
の
よ
う
な
新
機
軸
を
独
自
の
視
点
を
も
っ
て
提
供
で
き
る
か
が
論
文
の
意
図
を
左
右
す
る

こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
本
論
文
が
独
自
性
を
持
ち
優
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
そ
の
後
で
さ
ら
な
る
課
題
を

指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
は
、
当
時
の
俳
諧
に
お
け
る
漢
詩
文
調
を
つ
ぶ
さ
に
述
べ
、

往
時
の
漢
詩
文
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
味
や
和
文
調
と
の
緊
張
感
を
生
み
出
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
判
詞
の
漢
詩
文
偏
重
、
杜
甫
へ
の
私
淑
と
「
わ
び
」
に
対

す
る
「
杜
詩
が
洒
落
」
句
の
出
典
と
し
て
、
『
詩
人
玉
屑
』
か
ら
の
受
容
を
指
摘
し
た
こ
と
は
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成
果
と
言
っ
て
良
い
。
漢
詩
文
の
重
視
が
一
過
的
な
も
の
で
あ
り
、
貞
享
期
に
漢
詩
文
調
は

表
面
的
に
は
影
を
潜
め
た
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
所
説
に
対
し
て
、
著
者
は
「
四
山
の
瓢
」

や
「
蓑
虫
跋
」
を
通
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
そ
の
後
も
影
響
を
持
ち
続
け
た
点
を
述
べ
、
反

証
し
て
い
る
点
は
独
自
性
が
あ
る
。

　
第
四
部
と
第
五
部
は
、
本
論
文
の
中
心
と
な
る
論
考
が
占
め
る
。
「
高
山
森
々
と
し
て
一

鳥
声
を
聞
か
ず
」
の
典
拠
と
し
て
は
従
来
杜
甫
の
「
蜀
相
」
が
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
李
白 

「
荊
州
浮
舟
蜀
江
」
に
見
え
る
「
碧
樹
森
森
迎
」
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、「
隻
鳧
の
わ
か

れ
て
雲
に
ま
よ
ふ
が
ご
と
し
」
で
は
『
蒙
求
』
所
引
「
李
陵
初
詩
」
に
あ
る
「
雙
鳧
」
を
あ

え
て
「
隻
鳧
」
と
す
る
こ
と
で
、
曽
良
と
の
惜
別
の
情
を
深
め
た
と
論
証
し
た
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
新
た
な
出
典
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
深
い
読
み
を
可
能
に
し
た
。
第
四
部
の
中
心
は
、

本
論
文
の
過
半
を
占
め
る
芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
最
も
古
い
注
釈
書
で
あ
る
『
お
く

の
ほ
そ
道
鈔
』
七
十
八
箇
所
百
十
四
例
の
悉
皆
調
査
で
あ
る
。
注
釈
の
一
つ
一
つ
を
詳
細
に

分
析
す
る
こ
と
で
、
当
該
書
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
内
容
を
分
類
し
、
書
物
の
執
筆
の
傾
向
、

後
世
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、
芭
蕉
俳
諧
の
漢
詩
文
と
の
関
係
を
述
べ
、
実
態
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を
把
握
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
漢
詩
文
の
影
響
力
や
状
況
、
ま
た
今
後
の
研
究
史
に
お
け
る

方
法
論
的
な
視
座
を
提
供
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
第
五
部
は
、
漢
詩
文
の
影
響
を
直
接
的
な
関
係
性
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
付
合
語
集
『
俳

諧
類
船
集
』
に
引
か
れ
る
漢
詩
文
の
実
態
調
査
を
し
、
芭
蕉
へ
与
え
た
状
況
的
な
影
響
を
考

察
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
漢
詩
文
の
影
響
が
直
接
的
な
も
の
と
間
接
的
な
も
の
と
に
区

分
さ
れ
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
接
受
の
実
態
を
提
供
で
き
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
よ
う
。

　
本
論
文
の
優
れ
た
点
は
、
芭
蕉
俳
諧
に
お
け
る
漢
詩
文
の
受
容
と
変
容
を
芭
蕉
俳
諧
す
べ

て
に
見
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
芭
蕉
を
取
り
巻
く
共
時
的
か
つ
通
時
的

漢
詩
文
環
境
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

反
面
で
漢
詩
文
を
受
け
入
れ
、
独
自
に
受
容
し
、
時
代
ご
と
に
異
な
っ
た
解
釈
を
諸
相
と
し

て
も
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
も
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
あ
り

そ
う
で
実
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
う
し
た
試
み
を
評
価
し
た
い
。

　
一
方
で
、
課
題
も
あ
る
。
以
下
に
そ
の
課
題
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
従
来
の
研
究
は
、
出
典
論
に
終
始
し
、
原
典
を
挙
げ
れ
ば
「
こ
と
足
れ
り
」
と
す
る
傾
向
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に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
受
容
」
と
「
変
容
」
を
見
る
こ
と
で
芭
蕉
俳
諧
の
表
現
が
い

か
に
窯
変
し
た
か
と
い
う
本
論
文
の
問
い
か
け
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
、
芭
蕉
俳
諧
に
お
け
る
重
要
語
彙
で
あ
る
「
洒
落
」
「
わ
び
」

を
考
究
す
る
に
際
し
て
、
定
義
を
辞
書
類
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
は
む
し
ろ
新
た
に
定
義

を
与
え
る
、
も
し
く
は
定
義
を
し
直
す
く
ら
い
の
論
証
が
欲
し
い
。
ま
た
、
漢
詩
文
調
を
述

べ
る
に
際
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
全
般
的
な
漢
詩
文
の
受
容
を
概
説
す
る
必
要
が
あ
る
。
例

え
ば
、
『
古
文
真
宝
』
や
『
杜
律
集
解
』
の
刊
行
や
出
版
状
況
は
、
現
在
の
出
版
状
況
に
つ
い

て
の
研
究
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
何
よ
り
も
室
町
期
か
ら
江
戸
期
へ
の
五
山
禅

林
の
漢
詩
文
興
隆
と
後
世
へ
の
影
響
は
、
ぜ
ひ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、

芭
蕉
を
包
む
漢
詩
文
の
環
境
を
描
く
こ
と
が
で
き
、
論
証
を
強
化
で
き
る
。
そ
の
方
面
へ
の

視
点
が
薄
弱
な
た
め
に
、
一
般
的
な
庶
民
の
流
通
し
た
漢
詩
文
へ
の
理
解
と
、
芭
蕉
が
認
め

た
理
解
と
が
同
程
度
と
み
な
す
嫌
い
が
あ
る
。
漢
詩
文
の
受
容
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
切
り
取

り
方
や
受
け
止
め
方
が
、
芭
蕉
独
自
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
論
証
す
べ
き
で
あ
る
。
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著
者
は
、
芭
蕉
の
漢
詩
文
の
理
解
や
俳
諧
へ
の
応
用
を
「
断
章
取
義
」
的
で
あ
る
と
言
及

し
て
い
る
が
、
こ
の
語
の
意
味
は
原
典
や
原
義
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
を

認
識
し
た
上
で
自
ら
の
表
現
に
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
漢
詩
文
引
用
は
断
章
で
は
あ

る
が
、
「
取
義
」
に
つ
い
て
の
解
釈
や
説
明
が
不
足
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
論
述
は

概
説
的
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
本
論
文
の
主
旨
か
ら
言
え
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
丁
寧
な
論
証
と

解
説
が
求
め
ら
れ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
学
作
品
は
時
代
ご
と
の
解
釈
が
あ
り
、
唐
代
の
詩
歌
で
あ
れ
ば
、

そ
の
後
の
宋
代
、
元
代
、
明
代
、
清
朝
の
解
釈
や
注
疏
が
存
在
し
、
重
層
的
に
蓄
積
さ
れ
、

多
様
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
芭
蕉
が
ど
の
時
代
の
解
釈
を
接
受
し
て
い
た
か
は
判
断
不
可
能

な
面
が
あ
る
に
せ
よ
、
現
代
的
な
注
釈
に
依
拠
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
論
文
は
、
既
発
表
論
文
の
集
成
と
い
う
性
質
も
あ
る
が
、
複
数
の
章
に
重
複
す
る
引
用
文
、

傍
証
、
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
整
理
し
て
一
貫
性
を
持
た
せ
、
簡
潔
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
漢
詩
文
の
影
響
を
考
察
す
る
以
上
、
引
用
す
る
漢
文
文
献
は
、
訓
点
の
扱
い

や
表
記
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
課
題
は
、
著
者
は
十
分
認
識
し
て
お
り
、
さ
ら
に
研
究
の
進
化
が
期
待
で
き
る
。

本
論
文
は
真
摯
な
執
筆
態
度
で
研
究
史
を
踏
ま
え
、
堅
実
な
論
証
に
よ
り
芭
蕉
と
漢
詩
文
と

の
関
わ
り
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
提
出
者
塚
越
義
幸

氏
は
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
日

主
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
赤
　
井
　
益
　
久
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大
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授
　
　
石
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道
　
明
　
㊞
　

副
　
査

　
　
和
洋
女
子
大
学
教
授

　
　
佐

　
藤

　
勝

　
明

　
㊞

　

副
　
査

　
　
早

稲

田

大

学

教

授
　
　
堀

　
　
　
　
　
誠

　
㊞
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塚
越
　
義
幸
　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
問
を
行
っ
た
結
果
、
博
士 

（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
赤

　
井

　
益

　
久

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
石

　
本

　
道

　
明

　
㊞

　

副
　
査

　
　
和
洋
女
子
大
学
教
授

　
　
佐

　
藤

　
勝

　
明

　
㊞

　

副
　
査

　
　
早

稲

田

大

学

教

授
　
　
堀

　
　
　
　
　
誠

　
㊞

　


