
李

蕊
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
正
岡
子
規
の
写
生
文
学
と
そ
の
周
辺
―
東
洋
的
審
美
性
を
視
座
に
し
て
―
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
三
部
か
ら
な
る
。
第
一
部
は
正
岡
子
規
研
究
で
あ
る
。
第
二
部
は
ゼ
ミ
で
取
り
上

げ
た
近
代
作
家
の
研
究
で
あ
る
。
第
三
部
は
そ
の
他
の
雑
誌
と
学
会
で
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
。第

一
部
の
構
成
：

Ⅰ.

は
じ
め
に

Ⅱ.

子
規
文
学
に
お
け
る
「
写
生
」
の
源
流

─ １ ─



（
�
）
写
生
に
お
け
る
「
見
る
」
と
い
う
こ
と

（
�
）
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
の
「
模
写
」
か
ら
子
規
の
「
趣
」
へ

Ⅲ.

子
規
文
学
に
お
け
る
写
生
の
展
開

（
�
）
明
治
期
の
西
洋
絵
画
論

（
�
）
子
規
に
お
け
る
写
生
理
論
の
萌
芽

（
�
）
配
置
法
と
写
生

（
�
）「
取
捨
選
択
」
と
心
象
風
景

（
�
）
写
生
理
論
に
お
け
る
「
構
図
」
の
意
義

Ⅳ.

「
見
え
る
も
の
」
か
ら
「
見
え
な
い
も
の
」
へ

―
子
規
の
写
生
理
論
に
お
け
る
「
構
図
」
を
め
ぐ
っ
て
―

Ⅴ.
子
規
文
学
に
お
け
る
〈
趣
味
〉
を
め
ぐ
る
一
考
察

―
「
病
牀
六
尺
」
に
み
る
写
生
へ
の
道
程
―

Ⅵ.

子
規
に
お
け
る
「
写
生
」
と
支
那
趣
味

─ ２ ─



「
Ⅰ.

は
じ
め
に
」
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
や
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
的
な
子
規
崇
拝
を
脱
却
し
た
昭

和
二
十
六
年
以
降
の
子
規
文
学
研
究
を
取
り
上
げ
、「
写
生
」
問
題
の
具
体
性
と
文
学
性
の
欠

如
に
つ
い
て
概
説
。
本
論
の
方
向
性
と
基
調
を
提
示
し
た
部
分
で
あ
る
。

「
Ⅱ.

子
規
文
学
に
お
け
る
写
生
の
源
流
」
で
は
、
先
行
研
究
で
注
目
を
浴
び
た
フ
ォ
ン
タ

ネ
ー
ジ
の
写
生
理
論
を
手
が
か
り
に
、写
生
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
の
要
素
で
あ
る
「
模
写
」

に
つ
い
て
検
討
。
そ
こ
で
は
円
山
応
挙
の
「
模
写
」
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
規
の
い

う
写
生
が
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
の
理
論
よ
り
も
応
挙
の
理
論
に
近
い
と
い
う
見
解
を
導
き
出
し
て

い
る
。
ま
た
さ
ら
に
明
治
中
期
の
一
般
画
論
を
取
り
上
げ
て
、「
写
生
」
の
構
図
の
問
題
の
中

か
ら
、
子
規
の
写
生
理
論
の
根
源
性
に
つ
い
て
も
考
察
。

「
Ⅲ.
子
規
文
学
に
お
け
る
写
生
の
展
開
」
で
は
、
子
規
文
学
に
お
け
る
「
写
生
」
と
い
う

概
念
を
究
明
す
る
た
め
に
、
晩
年
の
作
品
「
病
牀
六
尺
」
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
写
生
説
を
構
成

し
て
い
る
絵
画
的
要
素
（
配
置
法
や
取
捨
選
択
な
ど
）
を
取
り
上
げ
て
論
を
展
開
。「
病
牀
六

尺
」
の
中
に
言
及
さ
れ
た
「
写
生
に
お
け
る
見
る
こ
と
」
や
「
写
生
に
お
け
る
配
置
法
」
に
つ

─ ３ ─



い
て
の
検
証
を
主
に
試
み
て
い
る
。
最
後
に
、
写
生
理
論
の
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
内
容
の
矛

盾
点
を
整
理
し
、写
生
理
論
の
意
味
・
意
義
お
よ
び
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
部
の
「
Ⅳ.

「
見
え
る
も
の
」
か
ら
「
見
え
な
い
も
の
」
へ
―
子
規
の
写
生
理
論
に
お

け
る
「
構
図
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で
は
、
写
生
に
お
け
る
「
構
図
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
詳

述
。「
Ⅲ.

子
規
文
学
に
お
け
る
写
生
の
展
開
」
で
言
及
し
て
い
る
「
配
置
」
や
「
取
捨
選

択
」
に
視
点
を
お
き
、
そ
れ
を
子
規
の
実
作
と
照
合
さ
せ
な
が
ら
、
子
規
の
写
生
文
学
を
大
き

く
左
右
す
る
「
構
図
」
の
問
題
に
つ
い
て
説
き
及
ん
で
い
る
。

「
Ⅴ.

子
規
文
学
に
お
け
る
〈
趣
味
〉
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
「
病
牀
六
尺
」
に
み
る
写
生
へ

の
道
程
―
」
で
は
、
そ
れ
ま
で
絵
画
の
世
界
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
写
生
」
と
い
う
概
念
を
文

学
上
の
概
念
と
し
て
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
写
生
用
語
で
あ
っ
た
言
葉
の
一
つ
一
つ

を
分
離
・
独
立
さ
せ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
子
規
が
独
自
の
概
念
を
付
与
し
て
い
っ
た
と

考
え
、
子
規
独
自
の
美
の
世
界
に
近
づ
く
手
段
と
し
て
、
作
品
に
多
用
さ
れ
た
「
趣
味
」
と
い

う
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
概
念
を
付
与
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
い
る
。

─ ４ ─



子
規
は
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
絵
画
論
や
作
品
の
批
評
文
で
使
用
し
た
が
、
実
は

こ
の
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
は
、
論
者
に
よ
れ
ば
、
短
詩
型
文
学
に
お
け
る
詩
歌
の
中
の
美
の

感
覚
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
説
く
。

「
Ⅵ.

子
規
に
お
け
る
「
写
生
」
と
支
那
趣
味
」
で
は
、
子
規
研
究
に
お
け
る
従
来
の
写
生

理
論
の
研
究
は
、「
写
生
」
が
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
重
点
を
お

き
、
西
洋
美
術
理
論
と
の
関
連
を
中
心
に
し
て
論
述
さ
れ
て
き
た
が
、
子
規
が
「
写
生
」
の
語

に
こ
め
た
概
念
は
必
ず
し
も
西
洋
の
「
ス
ケ
ッ
チ
に
近
い
意
味
」
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
古

典
籍
の
内
容
と
も
符
合
す
る
も
の
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
東
洋
美
術
、
特
に
中
国
の
写
生
画

の
美
術
理
論
と
の
関
連
を
視
座
に
し
て
考
察
。
絵
画
上
の
歴
史
的
展
開
も
踏
ま
え
て
、
中
国
に

お
け
る
写
生
画
法
を
考
察
し
、
さ
ら
に
子
規
が
受
け
入
れ
た
東
洋
的
な
要
素
も
検
証
し
な
が

ら
、「
写
生
」
と
い
う
概
念
の
定
義
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
洋
の
文
明
や
文
化
を

国
を
挙
げ
て
諭
入
し
、
近
代
日
本
の
国
家
形
成
を
図
る
と
い
う
国
内
の
風
潮
が
あ
っ
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
近
代
日
本
文
学
に
は
「
東
洋
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
立
っ
て
「
西
洋
」
と
対
抗
す
る

─ ５ ─



性
質
を
有
す
る
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
が
、
正
岡
子
規
研
究
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
、
と
説
い
て
い
る
。

本
論
文
の
第
二
部
で
は
、
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
東
洋
的
審
美
性
に
つ
い
て
、
明
治
初
期

か
ら
昭
和
へ
至
る
四
人
の
代
表
作
家
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

第
二
部
の
構
成
：

Ⅰ.

成
島
柳
北
『
柳
橋
新
誌
』
に
表
現
さ
れ
た
〈
情
〉
の
真
実
―
佳
人
の
典
拠
を
手
が
か
り

に
―

Ⅱ.

齋
藤
緑
雨
と
「
読
売
新
聞
」
の
「
寄
書
」
欄
―
虚
構
化
さ
れ
て
い
く
投
書
文
学
―

Ⅲ.

永
井
荷
風
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
試
論
―
清
岡
進
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
―

Ⅳ.
佐
藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』
論
―
〈
憂
鬱
〉
か
ら
〈
芸
術
〉
へ
―

「
Ⅰ.

成
島
柳
北
『
柳
橋
新
誌
』
に
表
現
さ
れ
た
〈
情
〉
の
真
実
―
佳
人
の
典
拠
を
手
が
か

り
に
―
」
に
お
い
て
は
、『
柳
橋
新
誌
』
に
引
用
し
た
中
国
の
古
典
や
伝
説
の
主
人
公
に
注
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
成
島
柳
北
に
内
在
す
る
漢
学
素
養
を
見
出
し
、
作
品
の
中
に
潜
在

─ ６ ─



さ
せ
て
い
る
作
者
の
美
意
識
を
�
む
事
を
試
み
て
い
る
。
一
方
、
成
島
柳
北
の
花
柳
社
会
の
批

判
と
は
異
な
っ
て
齋
藤
緑
雨
は
、
明
治
の
文
壇
の
現
状
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
批
判
し
た

と
す
る
。

「
Ⅱ.

齋
藤
緑
雨
と
「
読
売
新
聞
」
の
「
寄
書
」
欄
―
虚
構
化
さ
れ
て
い
く
投
書
文
学
―
」

で
は
、
明
治
二
十
年
代
の
「
読
売
新
聞
」
の
「
寄
書
欄
」
に
お
い
て
齋
藤
緑
雨
が
、
ペ
ン
ネ
ー

ム
を
「
正
直
正
太
夫
」
と
「
緑
雨
醒
客
」
と
に
分
け
て
文
壇
の
現
状
へ
の
批
判
を
続
け
た
こ
と

を
取
り
上
げ
、
そ
の
手
法
が
評
論
に
物
語
性
を
付
与
し
て
い
く
一
方
で
、
評
論
の
客
観
性
を
強

め
た
と
説
き
、
齋
藤
緑
雨
の
文
学
観
と
文
学
活
動
が
近
代
日
本
文
学
史
に
お
い
て
も
近
代
日
本

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
に
お
い
て
も
看
過
で
き
な
い
存
在
の
一
つ
で
あ
る
と
論
じ
た
。

「
Ⅲ.
永
井
荷
風
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
試
論
―
清
岡
進
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で

は
、
永
井
荷
風
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
の
人
物
像
を
分
析
。
そ
の
作
品
に
動
か
し
難
い
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
東
洋
思
想
、
具
体
的
に
は
儒
教
的
色
彩
が
強
く
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
説
い

た
。

─ ７ ─



「
Ⅳ.

佐
藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』
論
―
〈
憂
鬱
〉
か
ら
〈
芸
術
〉
へ
―
」
で
は
、
視
覚
や

聴
覚
が
も
た
ら
す
〈
憂
鬱
〉
を
分
析
。
都
市
に
憧
れ
を
持
ち
な
が
ら
、
都
市
の
変
遷
に
つ
い
て

い
け
な
い
主
人
公
の
〈
憂
鬱
〉
と
は
な
に
か
。〈
憂
鬱
〉
の
感
覚
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
心
象
風
景
と
な
っ
た
〈
田
園
〉
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
主
人

公
の
〈
芸
術
〉
感
覚
に
近
づ
こ
う
と
し
た
。

第
三
部
の
構
成
：

Ⅰ.

『
円
地
文
子
事
典
』（
鼎
書
房
）

「
鶏
」（
解
説
）

「
あ
る
鎮
魂
歌
」（
解
説
）

Ⅱ.
『
日
本
文
学
教
程
』（
華
東
理
工
大
学
出
版
社
）

「
柿
食
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」（
解
説
）

「
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
」（
解
説
）

Ⅲ.

書
評
：
「
遠
藤
利
國
著
『
明
治
廿
五
年
九
月
の
ほ
と
と
ぎ
す
子
規
見
参
』」（
未
知
谷
）

─ ８ ─



Ⅳ.

翻
訳
：
《
中
国
与
井
上
靖
文
学
》

第
三
部
は
作
家
事
典
や
雑
誌
に
掲
載
し
た
解
説
及
び
講
演
稿
の
翻
訳
で
あ
る
。
そ
の
中
の
Ⅱ

の
『
日
本
文
学
教
程
』
は
中
国
の
大
学
生
向
け
の
教
材
で
あ
る
。「
正
岡
子
規
」
の
章
で
は
子

規
の
代
表
作
を
紹
介
し
説
明
し
た
。
Ⅲ
は
、
今
年
十
二
月
号
の
「
國
學
院
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ

た
新
刊
紹
介
で
あ
る
。
Ⅳ
は
、
平
成
十
九
年
に
中
国
雲
南
省
で
行
わ
れ
た
ア
ジ
ア
詩
人
大
会
で

の
講
演
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

李
蕊
論
文
の
審
査
結
果
の
報
告

正
岡
子
規
の
俳
句
理
論
で
あ
る
「
写
生
」
の
問
題
は
、
子
規
文
学
を
貫
く
中
核
的
な
問
題
と

し
て
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
論
議
を
呼
ん
で
き
た
。
最
近
で
は
、
特
に
明
治
初
期
の
日
本
美
術
・

文
学
界
に
お
け
る
西
洋
美
術
の
受
容
実
態
に
つ
い
て
解
明
が
進
み
、「
美
術
」
と
い
う
用
語
を

は
じ
め
、
そ
の
相
関
の
深
浅
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
子
規
の

「
写
生
」
理
論
の
生
成
に
も
西
洋
美
術
の
理
念
・
方
法
が
大
き
く
関
与
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
子
規
研
究
者
た
ち
は
子
規
文
学
に
お
け
る
「
写
生
」

理
論
の
淵
源
を
西
洋
美
術
と
結
び
つ
け
て
検
証
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
な
お
続

い
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
例
え
ば
、
松
井
貴
子
『
写
生
の
変
容
―
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
か
ら
子
規
、

そ
し
て
直
哉
へ
』
な
ど
で
あ
る
）。
従
来
の
子
規
研
究
が
も
た
ら
し
た
一
定
の
成
果
は
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
そ
れ
が
と
か
く
「
西
洋
美
術
理
論
」
の
受
容
と
い
う
観
点
に
た

っ
て
の
み
検
証
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
結
果
、
正
岡
子
規
文
学
全
体
に
お
け
る
写
生
理
論
に
お
け

る
検
討
が
、
あ
る
偏
っ
た
成
果
を
生
む
結
果
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
そ
う
し
た
先
行
研
究
の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
更
に
写
生
説
の
も
う
一
つ
の

淵
源
で
あ
る
日
本
の
伝
統
美
術
な
い
し
中
国
の
伝
統
美
術
と
の
関
連
性
に
焦
点
を
当
て
、
解
明

し
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
Ⅰ.

は
じ
め
に
」
で
は
、
子
規
文
学
の
研
究
史
に
お
け
る
「
写
生
」
問
題
の
具
体
性
と
文

学
性
と
の
欠
如
に
つ
い
て
概
説
。
研
究
史
を
手
際
よ
く
整
理
し
問
題
点
を
剔
抉
し
て
提
示
し
て

い
る
。
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「
Ⅱ.

子
規
文
学
に
お
け
る
写
生
の
源
流
」
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
フ
ォ

ン
タ
ネ
ー
ジ
の
写
生
理
論
を
手
が
か
り
に
、
写
生
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
「
模

写
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
を
円
山
応
挙
の
「
模
写
」
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
規

の
説
く
「
写
生
」
が
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
の
理
論
よ
り
も
応
挙
の
理
論
に
近
い
と
い
う
見
解
を
導

き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
中
期
の
一
般
画
論
を
取
り
上
げ
「
写
生
」
の
構
図
の
問
題
に
言

及
、
子
規
の
写
生
理
論
の
根
源
性
に
つ
い
て
も
独
自
な
考
察
を
加
え
た
。

「
Ⅲ.

子
規
文
学
に
お
け
る
写
生
の
展
開
」
で
は
、
子
規
文
学
に
お
け
る
「
写
生
」
の
概
念

を
究
明
す
る
た
め
に
、
子
規
晩
年
の
作
品
「
病
牀
六
尺
」
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
そ
こ
で
言
及

さ
れ
た
「
写
生
に
お
け
る
見
る
こ
と
」
や
「
写
生
に
お
け
る
配
置
法
」
に
つ
い
て
の
検
証
を
試

み
る
と
共
に
、
写
生
理
論
の
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
矛
盾
点
を
指
摘
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題

を
も
提
示
し
て
示
唆
に
富
む
。

「
Ⅳ.

「
見
え
る
も
の
」
か
ら
「
見
え
な
い
も
の
」
へ
」
で
は
、
従
来
の
研
究
が
フ
ォ
ン
タ
ネ

ー
ジ
系
統
か
ら
継
承
し
た
写
生
理
論
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
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「
明
暗
」「
遠
近
」
に
つ
い
て
し
か
論
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
写
生
絵
画
に
お
け

る
基
礎
理
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
構
図
」
の
問
題
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
詳
論
。

子
規
の
「
写
生
」
理
論
が
対
象
の
リ
ア
ル
な
写
生
で
は
な
く
、
心
象
・
印
象
の
表
現
で
あ
り
、

そ
れ
を
表
す
特
別
な
枠
組
み
と
し
て
の
「
構
図
」
の
創
意
で
あ
っ
た
と
い
う
経
緯
を
解
き
明
か

し
て
い
る
。

「
Ⅴ.

子
規
文
学
に
お
け
る
〈
趣
味
〉
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
で
は
、
子
規
が
画
論
や
作
品
批

評
の
中
で
し
ば
し
ば
使
用
し
た
〈
趣
味
〉
と
い
う
語
に
注
目
。
明
治
期
に
お
け
る
「
趣
味
」
と

い
う
語
の
使
わ
れ
方
を
丹
念
に
実
証
し
、
そ
れ
が
詩
歌
の
中
の
特
別
な
美
の
感
覚
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
。
子
規
が
〈
趣
味
〉
を
重
視
し
た
こ
と
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
Ⅵ.
子
規
に
お
け
る
「
写
生
」
と
支
那
趣
味
」
で
は
、
中
国
古
典
籍
に
散
見
さ
れ
る
「
写

生
」
の
語
に
注
目
し
、
東
洋
美
術
、
特
に
中
国
の
写
生
画
の
美
術
理
論
と
の
関
連
を
視
座
に
し

て
論
及
。
子
規
が
「
写
生
」
の
語
に
こ
め
た
概
念
は
、
必
ず
し
も
西
洋
の
「
ス
ケ
ッ
チ
に
近
い

意
味
」
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
古
典
籍
の
記
述
内
容
と
も
符
合
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
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を
説
い
て
、
新
鮮
か
つ
独
創
的
な
新
見
を
提
示
し
て
い
る
。

第
二
部
の

「
Ⅰ.

成
島
柳
北
『
柳
橋
新
誌
』
に
表
現
さ
れ
た
〈
情
〉
の
真
実
―
佳
人
の
典
拠
を
手
が
か

り
に
―
」
で
は
、『
柳
橋
新
誌
』
に
引
用
さ
れ
た
中
国
の
古
典
や
伝
説
の
主
人
公
に
注
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
成
島
柳
北
の
漢
学
の
素
養
を
検
証
。
作
品
に
潜
在
す
る
柳
北
の
美
意
識

を
焙
り
出
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

「
Ⅱ.

斎
藤
緑
雨
と
「
読
売
新
聞
」
の
「
寄
書
」
欄
―
虚
構
化
さ
れ
て
い
く
投
書
文
学
」
で

は
、
明
治
二
十
年
代
の
「
寄
書
欄
」
で
二
つ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
い
分
け
て
文
壇
へ
の
現
状
批

判
を
続
け
た
緑
雨
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
精
神
を
論
じ
た
。

「
Ⅲ.
永
井
荷
風
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」
試
論
―
清
岡
進
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で

は
、
登
場
人
物
の
造
形
に
儒
教
的
色
彩
の
強
く
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

「
Ⅳ.

佐
藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』
論
―
〈
憂
鬱
〉
か
ら
〈
芸
術
〉
へ
」
で
は
、
表
現
の
視

点
や
記
述
形
態
に
着
眼
、
主
人
公
の
〈
憂
鬱
〉
は
芸
術
の
一
形
態
で
あ
っ
た
、
と
説
い
た
。
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第
三
部
は
、
作
家
事
典
や
雑
誌
掲
載
の
解
説
お
よ
び
書
評
な
ど
で
あ
る
。

本
論
文
の
中
核
を
な
す
の
は
、
第
一
部
及
び
第
二
部
で
あ
る
。

第
一
部
の
正
岡
子
規
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
、
中
村
不
折
や
南
宗
画
へ
の
言
及
に
偏
り
が
あ

り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
今
少
し
綿
密
な
探
求
が
あ
れ
ば
よ
り
深
い
考
察
が
可
能
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
と
は
言
え
、
正
岡
子
規
研
究
各
論
の
各
所
に
は
、
こ
れ
ま
で
に

看
過
さ
れ
て
き
た
い
く
つ
も
の
問
題
点
を
洗
い
出
す
と
共
に
申
請
者
の
新
見
が
随
所
に
提
示
さ

れ
て
い
て
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
部
の
各
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
論
文
で
は
あ
り
な
が
ら
、
申
請
者
の
日
本
文
学

お
よ
び
日
本
文
化
に
対
す
る
確
か
な
視
点
が
通
貫
し
て
い
て
、
そ
の
論
点
に
揺
ら
ぎ
は
な
い
。

留
学
生
と
し
て
の
文
章
表
現
と
い
う
点
か
ら
も
、
正
確
か
つ
論
理
的
に
し
て
明
晰
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
本
論
文
の
申
請
者
李
蕊
は
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
資
格
を
備
え
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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