
石
川
則
夫
提
出

学
位
申
請
論
文

『
文
学
言
語
の
探
究
│
記
述
行
為
論
序
説
│
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
が
主
軸
と
す
る
の
は
文
学
の
〈
言
語
活
動
〉
分
析
で
あ
る
が
、
文
学
作
品
の
〈
言
語

活
動
〉
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
分
析
す
る
側
の
〈
言
語
活
動
〉、
つ
ま
り
研
究
者
自
身
の
文
体

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
見
定
め
る
こ
と
に
目
標
が
あ
る
。
研
究
対
象
と
し
て
の
文

学
は
、
そ
の
作
品
に
関
わ
る
言
葉
の
総
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は

そ
れ
を
迎
え
撃
と
う
と
す
る
言
葉
と
共
に
生
起
す
る
言
語
的
実
在
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
研
究
者
の
言
葉
と
し
て
外
化
さ
れ
る
時
、
つ
ま
り
、
文
章
と
し
て
定
着
さ
れ
た
時
、
事

後
的
に
、
そ
の
文
章
に
お
い
て
文
学
作
品
の
形
が
顕
在
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
研
究
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者
す
な
わ
ち
記
述
す
る
主
体
の
書
く
行
為
に
お
い
て
文
学
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
を
探
究
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
と
い
う
領
域
に
お
け
る
言
語
認
識
論
の
探
究
と
、
そ
の

実
践
と
し
て
の
作
品
研
究
を
提
案
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、

Ⅰ
章

文
学
言
語
論
の
定
位
と
展
開

Ⅱ
章

小
林
秀
雄
・
批
評
の
言
語
を
め
ぐ
っ
て

Ⅲ
章

川
端
康
成
・
生
動
す
る
文
学
言
語

Ⅳ
章

記
述
行
為
の
身
体
性
へ

と
い
う
四
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

Ⅰ
章
で
は
、
文
学
研
究
へ
の
言
語
論
的
接
近
に
は
意
味
論
を
含
み
こ
ん
だ
上
で
の
言
語
論
が

要
請
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
、
Ｆ
・
Ｄ
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
講
義
』
に
代
表
さ
れ
る
言

語
観
、
す
な
わ
ち
オ
ー
ラ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
理
想
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

言
語
財
と
し
て
の
ラ
ン
グ
の
措
定
が
、
言
語
道
具
観
に
も
と
づ
く
文
学
論
を
導
出
し
て
し
ま
う

の
に
対
し
て
、
時
枝
誠
記
の
「
言
語
過
程
説
」
が
と
ら
え
る
、
表
現
過
程
す
な
わ
ち
理
解
過
程
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と
い
う
行
為
論
上
に
お
け
る
言
語
認
識
を
基
盤
と
し
て
展
開
す
べ
き
文
学
論
を
考
察
し
て
い
る
。

ま
た
、
現
代
文
学
理
論
の
上
に
展
開
さ
れ
た
言
語
論
、
記
号
論
が
提
出
す
る
文
学
像
、
い
わ
ゆ

る
「
テ
ク
ス
ト
論
」
が
開
い
て
見
せ
た
、
作
品
と
読
者
の
間
に
関
係
論
的
に
生
起
す
る
〈
読
み
〉

と
し
て
の
文
学
と
い
う
概
念
の
成
立
事
情
を
再
検
討
し
た
上
で
、「
意
味
」
に
つ
い
て
の
考
察

を
避
け
て
き
た
言
語
論
へ
の
批
判
す
る
言
語
哲
学
者
丸
山
圭
三
郎
の
言
語
認
識
モ
デ
ル
を
考
察

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
モ
デ
ル
を
文
学
認
識
論
の
地
平
へ
導
入
す

る
こ
と
の
批
判
検
討
を
通
し
て
、
意
味
生
成
の
力
学
を
〈
非
任
意
性
〉
と
い
う
概
念
で
提
出
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
文
学
認
識
論
の
基
底
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
近
現
代
文
学
研

究
の
方
法
論
に
お
い
て
研
究
言
説
自
体
を
問
題
化
す
る
先
行
論
を
踏
ま
え
、
文
学
研
究
の
前
提

と
し
て
の
読
書
行
為
を
、
受
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
用
な
読
み
の
生
産
性
を
秘
め
た
行
為

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
研
究
行
為
が
対
象
の
客
観
的
な
分
析
記
述
を
目
的
と
す
る
た

め
に
メ
タ
言
説
構
成
の
方
向
性
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
研
究
状
況
を
批
判
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
研
究
者
の
文
体
が
研
究
自
体
を
方
向
付
け
て
い
る
実
態
を
論
じ
、
研
究
言
説
の
実
際
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に
お
い
て
は
読
み
の
多
様
性
を
文
体
と
し
て
導
入
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
川

端
康
成
「
心
中
」
研
究
史
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
。

Ⅱ
章
で
は
、
小
林
秀
雄
の
批
評
に
お
け
る
言
語
論
的
方
法
を
検
討
し
て
い
る
。
小
林
の
初
期

批
評
理
論
に
お
い
て
、
当
時
、
広
く
読
ま
れ
て
い
た
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
Ｈ
・
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
認
識
論
を
文
学
の
批
評
理
論
と
し
て
積
極
的
に
読
み
換
え
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
分
析
し
、

特
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
形
而
上
学
入
門
」
に
お
け
る
動
体
に
関
す
る
認
識
の
方
法
が
小
林
の
テ

ク
ス
ト
の
深
層
に
う
か
が
わ
れ
る
点
を
考
察
し
て
い
る
。
他
方
、
小
林
秀
雄
の
批
評
の
自
立
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
「
Ｘ
へ
の
手
紙
」
に
お
い
て
認
定
し
よ
う
と
す
る
先
行
諸
論
に
対
し
、
批
評

理
論
の
成
熟
の
過
程
を
、
ま
た
小
林
の
小
説
創
作
の
実
際
に
即
し
て
徐
々
に
批
評
文
体
が
獲
得

さ
れ
て
い
く
様
相
を
、「
Ｘ
へ
の
手
紙
」
ま
で
の
創
作
に
即
し
て
考
察
し
て
い
る
。
更
に
、
小

林
秀
雄
の
批
評
の
身
体
性
に
つ
い
て
、
刺
激
と
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
二
人
の
人
物
、

青
山
二
郎
か
ら
は
骨
董
、
陶
器
へ
の
眼
を
、
深
田
久
弥
か
ら
は
登
山
を
通
し
て
の
山
の
見
方
を

学
び
、
美
に
つ
い
て
の
経
験
と
そ
の
自
己
同
一
化
の
過
程
を
い
か
に
し
て
獲
得
す
る
に
至
っ
た
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の
か
を
検
討
し
、『
本
居
宣
長
』
に
み
ら
れ
る
対
象
同
化
の
方
法
に
つ
い
て
の
示
唆
が
こ
の
二

人
に
対
す
る
敬
愛
の
姿
勢
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
後
の
小

林
に
お
い
て
は
、
未
完
の
ま
ま
終
了
し
た
『
感
想
』＝

ベ
ル
ク
ソ
ン
論
と
本
居
宣
長
へ
の
言
及

が
同
時
並
行
的
に
記
述
さ
れ
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
昭
和
三
十
五
年
に
お
け
る
小
林
の

記
述
を
取
り
上
げ
て
指
摘
し
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
」
論
と
本
居
宣
長
に
関
す
る
記
述
の
双
方
に
通

底
す
る
批
評
的
テ
ー
マ
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
つ
つ
、「
本
居
宣
長
」
論
へ
の
動
機
が
こ
の
昭

和
三
十
五
年
前
後
に
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
青
山
二
郎
か
ら
手
ほ

ど
き
を
受
け
て
古
陶
磁
を
自
ら
購
入
し
始
め
た
時
期
が
未
確
定
だ
っ
た
現
状
に
対
し
て
、
関
連

資
料
の
調
査
分
析
か
ら
昭
和
十
三
年
の
秋
と
推
定
で
き
る
と
い
う
結
論
を
得
、
こ
の
経
験
を
通

し
て
、
戦
中
の
「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
前
後
の
記
述
文
体
の
変
化
を
分
析
し
、
文
体
的
特
質
と

し
て
の
〈
形
姿
〉
と
い
う
概
念
、
用
語
が
戦
中
・
戦
後
に
か
け
て
頻
出
し
て
く
る
こ
と
を
調
査
、

そ
れ
が
い
か
に
獲
得
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。

Ⅲ
章
は
、
川
端
文
学
に
お
け
る
言
語
観
の
固
有
性
を
分
析
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
特
に
顕

─ ５ ─



著
な
こ
と
と
し
て
比
喩
表
現
の
多
用
に
注
目
し
、
新
感
覚
派
以
来
の
表
現
技
巧
と
し
て
の
直
喩

表
現
に
し
ぼ
っ
て
、
意
識
的
に
比
喩
表
現
に
依
存
し
て
い
こ
う
と
す
る
言
語
認
識
の
傾
向
を
論

じ
て
い
る
。「
伊
豆
の
踊
子
」
研
究
に
お
い
て
は
大
正
七
年
の
伊
豆
旅
行
が
実
体
験
と
し
て
特

権
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
を
調
査
し
、
従
来
未
踏
査
で
あ
っ
た
「
山
越

え
の
間
道
」
を
旅
の
行
程
に
精
密
に
位
置
づ
け
、「
伊
豆
の
踊
子
」
の
虚
構
性
を
問
題
化
し
、

従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
実
体
視
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
「
一
高
生＝

私
」
の
人
物
像
を
そ
の
ま

ま
作
家
川
端
康
成
自
身
に
重
ね
合
わ
せ
る
読
み
を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
、
川
端
作
品
に
通
底
す

る
物
語
に
抗
う
よ
う
な
言
葉
の
動
き
を
析
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
伊
豆
の
踊
子
」

が
一
人
称
回
想
小
説
と
し
て
書
き
出
さ
れ
て
い
る
限
り
、
必
然
的
に
語
る
私＝

語
り
手
と
、
語

ら
れ
る
私＝

作
中
人
物
と
し
て
の
私
と
の
分
離
が
導
出
さ
れ
る
が
、
従
来
の
研
究
は
後
者
に
一

貫
し
た
人
物
造
形
を
想
定
し
つ
つ
、
作
家
川
端
と
重
ね
合
わ
せ
た
読
解
を
提
出
し
て
き
た
。
し

か
し
、
作
中
の
私
に
関
す
る
記
述
を
精
密
に
点
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
語
り
手
と

登
場
人
物
と
し
て
の
私
、
と
い
う
二
分
法
は
整
っ
て
は
お
ら
ず
、
作
中
の
私
の
見
出
し
た
出
来
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事
か
ら
逆
に
語
り
手
が
影
響
さ
れ
る
点
も
あ
る
こ
と
を
考
察
し
、
物
語
的
構
成
を
裏
切
っ
て
表

現
さ
れ
る
言
葉
の
詩
的
機
能
に
注
目
す
る
論
点
を
提
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
伊
豆
の
踊
子
」

の
前
後
に
書
か
れ
る
「
掌
の
小
説
」
群
の
表
現
的
特
質
を
分
析
し
、
先
行
諸
論
に
お
い
て
登
場

人
物
論
、
主
人
公
論
と
い
う
人
物
中
心
の
物
語
性
の
読
解
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、

登
場
人
物
へ
の
本
文
の
あ
り
方
は
、
作
中
の
誰
を
特
権
化
す
る
で
も
な
い
反
物
語
的
な
語
ら
れ

方
を
し
て
い
る
点
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
の
「
掌
の
小
説
」
群
に
こ
そ
川
端
文
学
の
特
質
が
見
出

せ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
特
質
が
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
生
成
し

て
い
く
「
雪
国
」
に
結
実
し
て
い
く
有
り
様
を
作
品
研
究
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。

Ⅳ
章
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
文
学
研
究
理
論
、
読
書
行
為
論
に
お
い
て
提
案
し
た
記
述

行
為
の
分
析
と
言
語
表
現
の
身
体
レ
ベ
ル
で
の
発
動
と
い
う
視
点
か
ら
、
宮
澤
賢
治
、
折
口
信

夫
、
堀
辰
雄
、
夏
目
漱
石
の
作
品
分
析
を
通
し
て
、
作
品
中
に
現
れ
る
身
体
性
、
記
述
行
為
を

洗
い
出
し
、
そ
こ
を
論
点
と
し
て
各
作
品
表
現
の
読
み
直
し
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
宮
澤
賢
治

作
品
の
多
く
は
作
品
内
に
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
面
と
シ
リ
ア
ス
な
面
と
の
両
義
的
な
要
素

─ ７ ─



を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
、『
雪
わ
た
り
』
を
例
と
し
て
近
年
の
研
究
が
、
本
作
品
に
童
話
、
児

童
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
納
ま
り
き
れ
な
い
あ
る
種
の
不
気
味
さ
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
の
根

拠
を
追
求
す
る
に
ま
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
論
じ
、
作
品
に
登
場
す
る
狐
た
ち
に
ま
つ
わ
る

伝
統
的
な
感
性
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
狐
と
人
間
の
二
項
対
立
世
界
を
止
揚
す
る
、
歌
う
と
い

う
身
体
表
現
の
シ
ン
ク
ロ
機
構
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
折
口
信
夫
の
創
作
小
説
と
し
て
の

『
死
者
の
書
』
は
近
現
代
小
説
と
し
て
は
不
遇
な
作
品
で
あ
り
、
発
表
当
時
、
堀
辰
雄
以
外
に

は
評
価
す
る
読
者
も
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
折
口
信
夫
の
全
体
像
を
検
討
し
よ
う
と

す
る
傾
向
も
あ
り
、
小
説
と
し
て
の
評
価
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
歴
史
の
転
換
期

を
描
く
こ
の
小
説
に
、
伝
承
的
な
口
頭
言
語
か
ら
書
字
言
語
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
た
人
物
た
ち

の
、
そ
の
思
想
の
あ
り
か
た
を
描
い
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
堀
辰
雄
「
不
器

用
な
天
使
」
は
近
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
特
に
Ｊ
・
コ
ク
ト
ー
「
大
股
び
ら
き
」
か
ら
の
影
響
関

係
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
本
文
に
お
け
る
現
在
終
止
形
の
文
末
表
現
の
効
果
と
、
心
理
描
写

と
の
密
接
な
関
係
に
注
目
し
、「
〜
た
」
で
終
止
す
る
文
末
表
現
と
の
差
異
を
分
析
す
る
こ
と

─ ８ ─



に
よ
っ
て
時
間
叙
述
の
特
殊
性
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
論
で
は
、

先
行
研
究
に
お
い
て
「
先
生
」
と
語
り
手
「
私
」
の
葛
藤
的
関
係
を
い
か
に
整
理
し
得
る
か
と

い
う
と
こ
ろ
が
争
点
と
な
っ
て
久
し
い
が
、
本
論
で
は
、「
先
生
」
の
長
大
な
「
手
紙
」
に
対

し
て
「
私
」
の
手
記
が
い
か
に
交
錯
し
て
い
る
か
に
論
点
を
据
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」

の
書
い
た
こ
と
と
書
こ
う
と
し
た
こ
と
に
大
き
な
懸
隔
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

「
私
」
の
書
い
た
こ
と
（
手
記＝

「
先
生
と
私
」・「
両
親
と
私
」）
に
お
い
て
、「
先
生
」
に
つ

い
て
書
く
こ
と＝

知
る
こ
と
と
、
語
る
こ
と＝

語
り
、
聞
く
回
路
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
二
つ
の
指
向
性
が
混
在
す
る
有
り
様
を
分
析
考
察
し
、
語
る
こ
と
へ
の
指
向
性
が
「
私
」

の
手
記
の
当
初
の
目
的
と
は
異
な
る
方
向
へ
引
き
ず
っ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
読
者
を
「
先

生
」
の
手
紙
の
宛
先
人
（「
私
」）
の
立
場
へ
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
す
な

わ
ち
「
先
生
と
遺
書
」
の
章
が
引
用
で
終
わ
る
理
由
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

学
位
申
請
論
文
『
文
学
言
語
の
探
究
│
記
述
行
為
論
序
説
│
』
は
、
文
学
に
お
け
る
言
語
行

為
の
分
析
に
主
眼
を
置
き
、
特
に
〈
読
む
こ
と
〉
、〈
書
く
こ
と
〉
と
は
ど
う
い
う
行
為
で
あ
り
、

そ
こ
で
の
認
識
の
特
異
な
様
態
を
い
か
に
記
述
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
の
中
に
文
学
研
究
を

新
た
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
が
主
軸
と
す
る
の
は
文
学
の
〈
言
語

活
動
〉
分
析
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
分
析
す
る
側
の
〈
言
語
活
動
〉、
つ
ま
り
研
究
文
体

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
見
定
め
る
こ
と
に
目
標
が
あ
る
。
対
象
と
し
て
の
言
葉
の
総
体
と
し
て

の
文
学
は
、
そ
れ
を
迎
え
撃
と
う
と
す
る
言
葉
と
共
に
生
起
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉

が
外
化
さ
れ
る
時
、
つ
ま
り
、
文
章
と
し
て
定
着
さ
れ
た
時
、
事
後
的
に
、
そ
の
文
章
に
お
い

て
文
学
作
品
の
形
が
顕
在
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
記
述
行
為
に
お
い
て
文
学
の

可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
文
学
と
い
う
領
域
に
お
け
る
言
語
認
識
論
の

探
究
と
、
そ
の
実
践
と
し
て
の
作
品
研
究
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
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Ⅰ
章
の
原
理
論
は
、
作
品
と
は
何
か
、
作
品
を
読
む
と
は
如
何
な
る
行
為
を
言
う
か
と
い
う
、

近
年
の
日
本
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
き
た
研
究
方
法
や
、
そ
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
言
説
を
整
理
し
、
論
者
の
主
張
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
文
学

産
出
」「
文
学
作
品
」「
文
学
受
容
」
の
三
者
の
関
係
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
で
あ
り
、

そ
こ
に
規
則
性
、
構
造
を
明
示
で
き
る
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
Ｓ
・
Ｊ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

理
論
に
賛
意
を
表
し
つ
つ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
言
の
循
環
」
や
時
枝
の
言
語
過
程
説
の
言
語
論

に
立
ち
返
り
、そ
こ
か
ら
伝
達
の
意
味
や
研
究
言
説
の
開
発
に
論
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

と
か
く
、
理
論
抜
き
に
文
学
作
品
を
論
じ
自
己
完
結
的
に
作
品
を
読
み
果
せ
よ
う
と
す
る
多
く

の
研
究
者
へ
の
苛
立
ち
、
即
ち
、
解
説
的
、
説
明
的
に
流
れ
よ
う
と
す
る
研
究
言
説
の
メ
タ
言

語
化
（
メ
タ
物
語
生
産
）
へ
の
批
判
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
で
は
な
い
読
み
の
行
為
、
記
述
行

為
の
可
能
性
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
実
験
的
な
試
み
が
Ⅰ
章
の
大
き
な
特
質
と
な
っ
て
い
る
。

Ⅱ
章
の
小
林
秀
雄
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
体
験
、
意
識
と
こ
と
ば
―
「
Ｘ
へ
の
手
紙
」
ま
で
、
青

山
二
郎
と
深
田
久
弥
、
宣
長
論
、「
形
姿
」
と
い
う
文
体
、
の
五
節
に
内
容
は
分
か
れ
る
が
、
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論
者
は
評
論
と
小
説
と
を
、
読
む
と
い
う
行
為
に
お
い
て
敢
え
て
区
別
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

小
説
を
書
い
て
い
る
小
林
に
注
目
し
て
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
最
後
の
小
説

「
Ｘ
へ
の
手
紙
」（
昭
７
）
は
「
絶
対
言
語
」
を
も
た
ら
す
べ
き
未
知
の
対
象
Ｘ
へ
の
欲
望
を

定
着
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
説
が
い
つ
し
か
評
論
の
形
を
と
り
出
す
と
こ
ろ
に
評
論
の
発
見

が
あ
り
、
評
論
へ
の
道
が
開
か
れ
て
行
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
美
神
と
宿
命
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
そ
の
軌
跡
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、宣
長
論
へ
の
新
し
い
切
り
口
と
し
て
〈
形
〉

〈
姿
〉
と
い
う
視
点
を
出
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
骨
董
体
験
を
見
て
い
る
。

論
者
の
読
み
の
記
述
行
為
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
は
川
端
作
品
を
扱
っ
た
Ⅲ
章
で

あ
る
。
既
に
Ⅰ
章
で
「
心
中
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
Ⅲ
章
で
は
「
雪
国
」「
掌
の
小

説
」
群
に
つ
い
て
の
注
目
す
べ
き
論
考
の
ほ
か
に
、「
伊
豆
の
踊
子
」
に
つ
い
て
多
く
の
言
及

が
あ
る
。
湯
ヶ
島
、
下
田
街
道
と
い
う
場
所
と
風
景
に
特
別
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
作
家
の
記

憶
に
立
ち
返
っ
て
検
証
し
て
い
る
所
も
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
大
正
七
年
秋
の
旅
以
来
、「
南
伊

豆
行
」（
大
１５
）
で
峠
を
乗
合
自
動
車
で
越
え
た
こ
と
で
、
旧
来
の
旅
で
は
見
え
な
か
っ
た
明
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る
い
海
と
大
島
が
視
界
に
入
り
、
そ
れ
が
五
章
冒
頭
に
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
「
湯
ヶ
島
の
思
ひ
出
」
に
見
出
さ
れ
た
新
た
な
〈
時
〉
で
は
な
か
っ
た
か
と
し

て
い
る
。

文
学
作
品
の
新
し
い
読
み
の
可
能
性
を
可
能
な
限
り
拓
こ
う
と
、
読
者
を
限
り
な
く
挑
発
し

続
け
る
未
曽
有
と
も
評
す
べ
き
論
考
で
あ
り
、
本
論
文
の
提
出
者
石
川
則
夫
は
、
博
士
（
文
学
）

の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
を
十
二
分
に
備
え
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
四
日主

査
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副
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院
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學
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