
井
上
明
芳
提
出
学
位
申
請
論
文

『
文
学
表
象
論
・
序
説

小
林
秀
雄
・
横
光
利
一
│

│
文
学
言
説
の
境
界
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
と
要
旨

学
位
申
請
論
文
で
あ
る
井
上
明
芳
『
文
学
表
象
論
・
序
説

小
林
秀
雄
・
横
光
利
一
―
文
学

言
説
の
境
界
』
は
、
第
Ⅰ
部
「
文
学
言
説
の
表
象
諸
相
」、
第
Ⅱ
部
「
小
林
秀
雄
・
批
評
表
象

を
め
ぐ
っ
て
」、
第
Ⅲ
部
「
横
光
利
一
・
表
象
の
局
面
、
強
度
」、
第
Ⅳ
部
「
境
界
の
表
象
へ
」

の
四
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
三
百
九
十
一
頁
に
及
ぶ
論
考
で
あ
る
。
そ
の
研
究
テ
ー
マ
は
標

題
に
見
え
る
通
り
、
近
現
代
文
学
作
品
の
本
質
が
虚
構
の
言
語
行
為
で
あ
る
こ
と
を
見
極
め
た

上
で
、
そ
れ
を
〈
文
学
言
説
〉
と
し
て
認
定
す
る
。
次
に
、
こ
の
言
説
の
特
質
と
し
て
読
み
の

経
験
に
お
け
る
表
象
作
用
、
す
な
わ
ち
〈
文
学
言
説
〉
か
ら
〈
作
品
〉
と
し
て
の
実
像
を
喚
起

し
て
い
く
機
能
に
注
目
し
、
こ
れ
が
起
動
す
る
契
機
と
し
て
〈
境
界
〉
と
い
う
概
念
を
見
出
し
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て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
研
究
課
題
の
背
景
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
近
現
代

文
学
研
究
の
領
域
を
中
心
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
〈
テ
ク
ス
ト
〉
概
念
に
基
づ
く
研
究
理
論

と
、
そ
れ
が
開
拓
し
た
文
学
作
品
の
言
語
論
的
認
識
を
踏
ま
え
る
が
、
そ
の
理
論
自
体
が
孕
ん

で
い
た
対
象
作
品
の
認
定
評
価
に
関
わ
る
相
対
主
義
の
陥
穽
を
い
か
に
回
避
す
る
か
と
い
う

〈
テ
ク
ス
ト
〉
概
念
導
入
以
降
の
問
題
を
、
文
学
言
説
の
機
能
に
よ
っ
て
生
成
す
る
表
象
喚
起

の
作
用
に
つ
い
て
行
為
論
的
な
批
判
を
徹
底
し
よ
う
と
試
み
た
研
究
で
あ
る
。
そ
の
理
論
的
な

構
造
は
、
文
学
言
説
に
お
け
る
、
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
・
語
る
こ
と
・
読
者
・
語
り
手
・
作

者
と
い
う
従
来
の
文
学
研
究
上
の
基
本
概
念
の
ど
れ
も
特
権
化
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
が
関

係
論
的
に
生
起
し
あ
い
、
機
能
し
あ
う
動
的
な
過
程
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
駆
動
す

る
要
因
と
し
て
の
〈
遅
延
〉
と
、
そ
れ
ら
の
概
念
が
生
成
し
て
く
る
契
機
と
し
て
の
作
用
を

〈
境
界
〉
と
い
う
上
位
概
念
と
し
て
提
案
す
る
。
こ
う
し
た
作
業
仮
説
を
踏
ま
え
て
個
々
の
作

品
を
〈
文
学
言
説
〉
と
し
て
分
析
し
、〈
文
学
表
象
〉
の
顕
れ
と
そ
の
実
像
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の

寄
っ
て
立
つ
起
源
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
Ⅰ
部
で
は
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」、
太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」、
国
木
田
独
歩
「
牛
肉
と

馬
鈴
薯
」
と
い
う
近
現
代
文
学
研
究
及
び
国
語
教
材
研
究
の
双
方
で
も
代
表
的
な
作
品
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
ら
の
〈
文
学
表
象
〉
が
い
か
な
る
読
書
行
為
の
機
構
に
よ
っ
て
生
成
す
る
か
が
分

析
さ
れ
る
。
１
の
「
羅
生
門
」
論
で
は
、
小
説
・
物
語
の
中
の
人
物
に
つ
い
て
特
権
的
な
位
置

を
持
っ
て
い
た
は
ず
の
「
語
り
手
」・「
作
者
」
が
語
る
対
象
と
し
て
注
視
す
る
「
下
人
」
と

「
老
婆
」
を
客
観
的
に
語
り
き
れ
て
い
な
い
言
説
の
仕
組
み
を
詳
細
に
分
析
し
、
物
語
の
成
立

自
体
が
相
対
化
し
て
し
ま
う
様
相
を
導
き
出
す
。
果
た
し
て
他
者
を
十
全
に
認
識
し
、
こ
れ
を

語
り
尽
く
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
核
心
部
に
潜
ま
せ
て
い
る
の
が
「
羅

生
門
」
の
〈
文
学
言
説
〉
で
あ
る
と
す
る
。
２
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
論
で
は
、
メ
ロ
ス
を
勇
者

と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
強
い
ベ
ク
ト
ル
を
有
す
る
物
語
言
説
が
、
そ
の
裏
面
に
胚
胎
し
て
い
る

犠
牲
物
語
を
同
時
に
発
動
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
こ
こ
で
も
登
場
人
物
に
関
わ
る
物
語
生
成

へ
向
か
う
「
語
り
」
と
そ
れ
に
誘
導
さ
れ
て
し
ま
う
「
読
み
」
が
、
も
う
一
つ
の
物
語
に
気
づ

く
こ
と
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
事
態
を
考
察
し
、
メ
ロ
ス
を
勇
者
へ
と
仕
立
て
上
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げ
る
読
み
を
相
対
化
す
る
〈
文
学
言
説
〉
の
潜
在
的
な
ベ
ク
ト
ル
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、

３
の
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
論
で
は
、
登
場
人
物
間
の
会
話
に
よ
っ
て
成
立
す
る
構
造
に
注
目
し
、

会
話
の
本
質
が
局
面
的
に
継
続
す
る
言
語
行
為
で
あ
り
、
意
図
や
思
考
が
常
に
〈
遅
延
〉
し
て

導
か
れ
、
会
話
の
目
的
で
あ
り
主
題
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
「
理
想
と
現
実
」
と
い
う
話
題
自
体

を
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
。そ
し
て
そ
の
先
に
会
話
に
挫
折
し
た
結
果
と
し
て
「
岡
本
の
手
帳
」

が
記
述
さ
れ
る
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
予
測
し
つ
つ
、
語
る
行
為
が
そ
の
度
ご
と
に
解
体
す

る
会
話
主
体
の
「
苦
痛
」
に
お
い
て
語
り
得
な
い
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
「
独
白
言
説
」
生
成

の
契
機
を
把
握
す
る
。
そ
し
て
第
Ⅰ
部
の
結
論
と
し
て
４
の
「
詩
的
言
語
へ
の
前
哨
的
素
描
」

が
置
か
れ
、
折
口
信
夫
、
萩
原
朔
太
郎
の
詩
を
中
心
に
、
詩
的
言
語
の
発
動
に
お
い
て
人
間
存

在
と
不
即
不
離
な
認
識
論
が
構
成
さ
れ
、
そ
の
結
実
と
し
て
の
詩
作
品
の
〈
表
象
作
用
〉
が
生

成
す
る
過
程
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
詩
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
言
語
の
あ
り
よ
う
が
、
詩
人
の

主
観
性
と
詩
が
提
示
す
る
全
体
性
を
共
に
開
示
し
う
る
〈
境
界
〉
の
機
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、

第
Ⅰ
部
の
理
論
的
な
展
望
を
詩
的
言
語
論
と
し
て
提
出
し
て
い
る
。
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第
Ⅱ
部
は
小
林
秀
雄
の
批
評
の
初
期
作
品
か
ら
戦
後
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
く
〈
私
〉
と

〈
歴
史
〉
へ
の
探
究
と
、
そ
の
帰
結
と
し
て
「
無
常
と
い
ふ
こ
と
」
に
示
唆
さ
れ
る
〈
私
〉
の

変
容
、
そ
し
て
〈
読
者
〉
を
も
生
成
す
る
機
能
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
小
林
秀
雄
研
究
に
お
い

て
は
批
評
す
る
対
象
へ
の
分
析
考
察
、
価
値
評
価
の
記
述
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
対
象

と
の
遭
遇
を
〈
事
件
〉
と
捉
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
経
験
自
体
を
言
語
化
す
る
こ
と

に
主
眼
を
置
き
、
小
林
秀
雄
の
〈
私
〉
と
読
者
の
〈
私
〉
を
共
に
生
起
さ
せ
る
仕
組
み
を
潜
在

さ
せ
た
特
異
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
論
じ
て
い
く
１
の
「
様
々
な
る
意
匠
」
論
か
ら
開
始
さ
れ
、

２
の
「
Ｘ
へ
の
手
紙
」
論
で
は
、
一
人
称
「
俺
」
と
し
て
語
ら
れ
る
書
簡
形
式
の
文
章
が
反
復

し
て
召
喚
す
る
「
君
」
と
い
う
読
者
へ
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
言
葉
自
体
が
先
行
し
、
そ
こ
で

整
序
さ
れ
た
表
現
に
お
い
て
の
み
〈
私
〉
と
い
う
概
念
が
把
握
さ
れ
る
と
い
う
関
係
論
的
認
識

に
基
づ
い
た
存
在
論
の
試
み
を
指
摘
し
、「
俺
」
と
「
君
」
の
〈
間
〉
を
生
成
す
る
言
語
こ
そ

が
関
係
の
「
橋
」
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
、
本
論
文
の
基
本
理
念
と
し
て
の
〈
境
界
〉
概
念

の
端
緒
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
３
の
「
私
小
説
論
」
の
検
討
に
お
い
て
、
戦
前
期
の
小
林
秀
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雄
作
品
に
胚
胎
し
て
い
た
〈
私
〉
の
問
題
を
、
自
己
が
如
何
に
し
て
自
己
た
り
得
る
か
と
い
う

問
題
を
、
小
林
の
言
う
「
私
の
征
服
」
と
い
う
表
現
の
内
実
と
し
て
見
出
し
、
文
学
テ
ク
ス
ト

に
お
け
る
〈
私
〉
の
追
求
と
は
、
そ
の
表
現
自
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
と
接
続
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
こ
の
〈
私
〉
の
問
題
は
、
正
宗
白
鳥
と
の
論
争
を
扱
っ
た
４
の

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
の
考
察
で
は
、
小
林
秀
雄
の
絶
筆
と
な
っ
た
「
正
宗
白
鳥
の
作
に
つ

い
て
」
で
の
小
林
自
身
の
回
想
を
手
が
か
り
に
、
昭
和
十
一
年
に
行
わ
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
家

出
と
死
に
関
す
る
二
人
の
論
争
に
お
い
て
、
そ
の
時
点
で
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
正
宗

白
鳥
自
身
の
〈
私
〉
を
、
か
つ
て
小
林
が
論
じ
て
き
た
作
家
の
〈
宿
命
〉
の
相
の
下
に
お
い
て

再
発
見
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
５
の
「「
私
」
の
問
題
と
〈
歴
史
〉
観
の
接
続
」
で
は
、
語
る

こ
と
即
ち
言
語
行
為
の
発
動
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
過
去
が
出
来
し
、
語
る
こ
と
の
現
在
が
過
去

自
体
を
創
出
す
る
以
上
、
そ
の
語
り
方
に
お
い
て
過
去＝

歴
史
は
そ
の
姿
を
顕
在
化
す
る
と
い

う
思
考
を
小
林
の
「
歴
史
に
つ
い
て
」
か
ら
導
き
だ
し
、
こ
こ
で
の
語
る
行
為
が
、「
私
小
説

論
」
の
前
後
か
ら
執
拗
に
探
究
さ
れ
て
き
た
虚
構
に
お
い
て
こ
そ
顕
現
す
る
〈
私
〉
の
表
象
と
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重
ね
合
わ
さ
れ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論

の
前
提
と
し
て
〈
歴
史
〉
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
、
歴
史
的
対
象
の
再
現

に
お
け
る
必
須
項
目
と
し
て
、
今
こ
こ
に
お
い
て
〈
語
る
私
〉
の
再
確
認
が
求
め
ら
れ
た
か
ら

だ
と
論
じ
る
。
６
の
「
無
常
と
い
ふ
事
」
論
で
は
、
小
林
の
言
う
「
あ
る
満
ち
足
り
た
時
間
」

と
は
、「
自
分
が
生
き
て
い
る
証
拠
だ
け
が
充
満
」
し
て
い
る
と
い
う
経
験
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
兼
好
法
師
の
言
葉
と
世
阿
弥
の
言
葉
を
貫
い
て
、
対
象
と
相
対
し
て
自

ら
の
言
葉
を
そ
の
度
ご
と
に
組
み
替
え
て
い
く
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、「
唯
独
り
在
る

の
み
こ
そ
よ
け
れ
」
と
い
う
孤
独
に
お
い
て
こ
そ
自
分
の
言
葉
を
整
え
る
契
機
が
あ
り
、
こ
れ

が
西
行
や
実
朝
、
ま
た
「
平
家
物
語
」
に
「
叙
事
詩
人
の
伝
統
的
な
魂
」
を
掴
む
こ
と
に
繋
が

っ
て
い
く
と
す
る
。「
伝
統
と
は
現
に
眼
の
前
に
見
え
る
形
あ
る
物
で
あ
り
、
遙
か
に
想
い
見

る
何
か
で
は
な
い
」
と
い
う
伝
統
へ
の
回
帰
を
示
唆
す
る
こ
と
も
、
対
象
と
相
対
し
て
言
葉
を

紡
ぎ
出
す
こ
と
で
生
成
す
る
自
己
、
そ
れ
が
日
本
語
に
お
い
て
生
き
て
い
る
自
己
で
あ
る
と
い

う
発
見
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
７
の
「〈
個
性
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
は
小
林
の
「
川
端
康
成
」
論
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を
検
討
し
て
、
川
端
康
成
が
、
か
つ
て
記
し
た
「
十
六
歳
の
日
記
」
を
自
ら
読
み
直
し
た
時
、

そ
こ
に
自
己
の
個
性
を
改
め
て
発
見
し
た
と
い
う
記
述
を
め
ぐ
っ
て
、
自
ら
の
個
性
を
発
見
し

そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
で
し
か
自
己
表
現
を
獲
得
で
き
な
い
作
家
の
宿
命
に
言
及
し
、
ラ
ン
ボ
ー

論
以
来
反
復
し
て
現
れ
る
「
宿
命
」
論
の
展
開
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
は
、
横
光
利
一
の
「
機
械
」
か
ら
「
上
海
」、「
旅
愁
」
そ
し
て
「
夜
の
靴
」
に
到
る

ま
で
に
生
成
、
獲
得
さ
れ
て
い
く
小
説
言
説
の
多
様
な
ベ
ク
ト
ル
を
分
析
し
、
横
光
作
品
が
提

出
す
る
文
学
表
象
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
１
の
「
機
械
」
論
は
、
一
人
称
の
語

り
手
〈
私
〉
が
自
ら
の
経
歴
を
語
り
出
す
が
、
そ
れ
を
〈
私
〉
と
そ
の
周
囲
と
を
共
に
過
去
に

あ
っ
た
出
来
事
と
し
て
確
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
直
前
の
地
点
に
止
ま
る
こ
と
で
、

物
語
化
が
停
滞
し
、
た
だ
〈
私
〉
が
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
私
〉
に
な
ろ
う
と
す
る
指
向
性
の

み
が
産
出
さ
れ
、
前
景
化
す
る
と
い
う
、「
機
械
」
の
語
り
の
特
異
な
方
法
に
つ
い
て
新
た
な

立
論
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
横
光
作
品
に
お
け
る
特
殊
な
語
り
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

２
の
「
上
海
」
論
に
お
い
て
そ
の
展
開
を
考
察
し
、
登
場
人
物
各
人
に
お
い
て
語
ら
れ
る
物
語
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の
局
面
性
、
語
る
行
為
自
体
の
放
棄
と
も
言
う
べ
き
指
向
性
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
３
の

「
旅
愁
」
論
及
び
４
の
「
梅
瓶
」
論
は
、
山
形
県
鶴
岡
市
に
寄
贈
さ
れ
た
横
光
利
一
の
遺
品
・

自
筆
原
稿
類
の
資
料
調
査
を
踏
ま
え
て
、
計
六
十
一
枚
に
及
ぶ
自
筆
原
稿
の
翻
刻
作
業
を
中
心

に
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
５
、
６
、
７
は
「
夜
の
靴
」
研
究
と
し
て
一
貫
性
を
有
し
て
お

り
、
５
の
「
贈
与
と
し
て
の
〈
ふ
る
さ
と
〉」
で
は
、
戦
中
期
に
横
光
が
疎
開
し
て
い
た
山
形

県
鶴
岡
市
上
郷
で
の
見
聞
日
記
に
つ
い
て
、
実
地
研
究
に
よ
っ
て
虚
構
性
を
摘
出
し
、「
ペ
ン

を
持
つ
も
の
の
労
働
」
の
本
質
を
敗
戦
と
い
う
重
い
経
験
へ
対
峙
さ
せ
つ
つ
同
時
代
を
超
え
た

時
空
に
お
け
る
読
解
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
６
の
「
物
語
空
間
の
位
相
」
で

は
、「
夜
の
靴
」
の
生
成
過
程
を
精
査
し
、
初
版
本
文
が
初
出
本
文
よ
り
先
行
し
て
い
た
と
い

う
特
異
な
事
情
を
論
拠
に
、
作
品
内
に
定
位
し
て
い
る
上
郷
の
地
が
観
察
可
能
、
検
証
可
能
な

具
体
的
な
土
地
か
ら
、
作
品
内
で
読
ま
れ
る
対
象＝

虚
構
と
し
て
生
成
し
て
い
く
契
機
を
分
析

し
て
い
る
。
ま
た
、
７
の
「
見
出
さ
れ
る
〈
祈
り
〉」
で
は
、
敗
戦
後
の
動
揺
に
即
応
し
な
い

生
き
方
を
示
す
人
物
造
型
を
あ
え
て
描
き
出
し
、
混
迷
を
極
め
た
現
実
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
が
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な
か
っ
た
生
の
有
り
様
が
虚
構
化
さ
れ
た
作
品
内
時
空
に
お
い
て
こ
そ
成
立
し
て
い
る
と
論
じ

る
。第

Ⅳ
部
「
境
界
の
表
象
へ
」
は
結
論
と
し
て
永
井
荷
風
「
腕
く
ら
べ
」、
森
敦
「
月
山
」
を

扱
う
本
論
文
の
要
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
虚
構
論
を
模
索
し
て

い
る
。
１
の
「
腕
く
ら
べ
」
論
は
、
そ
の
物
語
言
説
の
特
質
と
し
て
登
場
人
物
の
類
型
化
に
よ

っ
て
類
型
的
な
物
語
形
成
が
な
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
表
層
的
か
つ
現
実
へ
の
遡
及
が
不
可
能

な
虚
構
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
歴
史
性
が
最
初
か
ら
欠
如
し
て
い
る
と
し
、
状
況
か
ら
の
逸

脱
を
志
向
す
る
人
物
が
そ
れ
を
拒
否
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、
閉
じ
切
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
、
作
品
世
界
へ
の
回
帰
を
反
復
す
る
機
構
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
２
の
「〈
境
界
〉
化
す

る
テ
ク
ス
ト
」
は
森
敦
「
月
山
」
論
で
あ
り
、
か
つ
、
本
論
文
全
体
の
結
論
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
森
敦
の
文
学
理
論
の
核
と
な
る
「
内
部
外
部
論
」
の
成
果
と
し
て
の
作
品
評
価
が
可
能
か

ど
う
か
を
問
う
こ
の
論
考
は
、
語
り
の
方
法
に
よ
っ
て
物
語
の
外
部
と
内
部
が
相
互
補
完
的
に

生
成
し
つ
つ
、
語
り
自
体
が
そ
の
両
者
の
契
機
と
な
る
〈
境
界
〉
と
な
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
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論
じ
、
そ
の
語
り
に
遅
延
し
な
が
ら
常
に
現
在
時
に
、
局
面
的
に
成
立
し
て
い
く
〈
私
〉
の
表

象
が
、
作
品
の
表
象
、
す
な
わ
ち
〈
生
〉
と
〈
死
〉
と
を
同
時
に
紡
ぎ
出
す
「
月
山
」
と
と
も

に
顕
在
化
す
る
構
造
を
考
察
す
る
。
こ
の
「
月
山
」
論
に
お
い
て
本
論
文
が
提
案
す
る
文
学
言

説
の
〈
境
界
〉
性
と
い
う
概
念
の
内
実
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

井
上
明
芳
氏
の
文
学
研
究
は
、
小
林
秀
雄
研
究
へ
の
問
題
意
識
に
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、

文
芸
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
言
説
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
こ
と
へ
の
問
い
か
ら
開
始
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
の
方
向
性
は
、
小
林
秀
雄
が
選
択
し
た
あ
る
対
象
へ
の
言
説
と
し
て

成
立
し
た
も
の
を
、
さ
ら
に
対
象
化
し
て
研
究
言
説
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
従
来
の
小
林
研

究
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
推
し
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
小
林

の
批
評
言
説
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
読
者
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
超
越
し
よ
う
と
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い
う
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
動
か
さ
れ
て
い
る
読
者
と
し
て
の
自
己
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た

も
の
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
こ
の
自
ら
の
経
験
の
性
質
と
強
度
を
、
小
林
秀
雄
の
批
評
作
品
に
お

い
て
、
い
か
に
し
て
言
語
化
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
小
林
研
究
に
お
い
て
の
成
果
は
、
小
林
秀
雄
の
批
評
主
体
と
し
て
の
あ
り
方
が
、
そ
の
読
者

に
お
け
る
〈
私
〉
が
「
生
き
て
在
る
こ
と
」
を
開
示
し
て
い
く
と
い
う
過
程
を
見
出
し
た
と
こ

ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
探
究
が
横
光
利
一
作
品
そ
の
他
の
近
現
代
文
学
、
特

に
小
説
作
品
の
研
究
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
物
語
行
為
を
単
に
分
析
し
、
対
象
化

し
て
論
述
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
に
進
行
中
の
読
書
行
為
そ
の
も
の
の
機
能
を
い
か
に
し
て

把
握
す
る
か
、
と
い
う
難
題
を
見
出
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
井
上
氏
の
諸
論
考

の
分
析
は
、
表
現
言
説
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
検
討
と
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
読
者
主

体
の
検
討
と
が
原
理
上
切
断
で
き
な
い
と
い
う
地
点
を
常
に
意
識
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
極

め
て
難
解
な
文
体
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
分
析
過
程
の
記
述
に
お
け
る
共
有

化
へ
の
配
慮
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
小
説
作
品
研
究
に
お
い
て
設
定
さ
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れ
た
問
題
提
起
と
結
論
は
、
従
来
の
作
品
研
究
の
水
準
と
は
異
な
る
視
点
を
提
供
し
、
か
つ
、

大
き
く
飛
躍
さ
せ
る
に
足
る
問
題
提
起
を
内
包
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
、
横
光
利
一
作
品
「
夜
の
靴
」
の
自
筆
原
稿
等
未
発
表
資
料
の
十
五
年
間
に
わ
た
る
発
掘
・

調
査
と
そ
の
分
析
成
果
は
、
い
わ
ゆ
る
実
証
研
究
の
着
実
な
方
法
を
踏
襲
し
つ
つ
着
実
な
成
果

を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
今
後
も
継
続
さ
れ
る
こ
の
分
野
の
研

究
に
は
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
全
体
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
そ
こ
に
三
つ
の
特
質
が
見
い
だ
せ
る
。
一
つ
に
は
本
論
文
の

基
盤
を
形
成
す
る
本
書
第
Ⅱ
部
の
小
林
秀
雄
の
作
品
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ほ
ぼ
戦
前
期
の

批
評
作
品
を
時
系
列
に
論
ず
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
分
析
、
考
察
の
特
徴
は
、
小
林

の
批
評
が
彼
自
身
の
個
人
的
な
経
験
に
根
ざ
し
つ
つ
も
そ
れ
を
一
般
化
し
て
共
有
化
を
図
る
の

で
は
な
く
、
逆
に
一
般
化
し
え
な
い
個
性
の
深
層
へ
と
探
求
を
進
め
る
表
現
を
指
向
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
読
書
経
験
に
お
い
て
、
書
き
手
と
読
者
双
方
の
存
在
証
明
が
連
動
し
て
表

象
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
見
据
え
た
上
で
の
考
察
を
す
る
。
そ
し
て
こ
の
論
点
は
従
来
の
小
林
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秀
雄
研
究
の
乗
り
越
え
る
べ
き
根
本
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
言
え
る
。

二
つ
に
は
、
第
Ⅰ
部
全
体
と
第
Ⅲ
部
の
横
光
利
一
の
作
品
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
は
井
上

氏
自
身
の
文
学
研
究
の
原
理
論
に
関
わ
る
言
及
を
随
所
に
織
り
込
ん
だ
形
で
作
品
分
析
を
進
め

て
い
く
と
い
う
構
造
を
有
す
る
。
そ
の
原
理
論
を
集
約
す
れ
ば
、「
他
者
を
語
る
こ
と
の
不
可

能
性
」
の
探
究
を
主
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
芥
川
龍
之
介

「
羅
生
門
」
論
の
、「
作
者
」
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
「
下
人
物
語
」
が
、
そ
の
「
作
者
」
に

統
括
さ
れ
て
い
る
登
場
人
物
で
あ
る
は
ず
の
「
下
人
」
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
破
綻
さ
せ
ら
れ

る
と
い
う
論
点
は
、
膨
大
な
先
行
研
究
が
構
築
し
て
き
た
研
究
の
水
準
を
、
ま
た
別
の
観
点
へ

と
誘
う
も
の
で
あ
る
し
、
太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
論
に
お
い
て
も
、
「
友
情
と
勇
気
の
物
語
」

と
し
て
そ
の
ま
ま
特
権
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
相
対
化
へ
の
欲
望
だ
け
を
先
鋭
化
さ
せ
て
、
既

に
煮
詰
ま
っ
た
観
の
す
る
先
行
研
究
諸
論
の
盲
点
を
突
く
論
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
ま
た
、
本
論
文
の
問
題
提
起
の
核
心
部
分
に
置
か
れ
て
い
る
〈
境
界
〉
と
い
う
概
念
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
読
書
行
為
に
潜
在
的
に
働
き
か
け
る
機
能
を
有
し
、
テ
ク
ス
ト
生
成
の
本
質
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的
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、作
品
研
究
と
と
も
に
論
じ
て
い
る
第
Ⅳ
部
の
森
敦
「
月
山
」

論
が
、
井
上
氏
の
文
学
研
究
へ
の
方
法
論
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
論
考
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
〈
境
界
〉
概
念
が
文
学
言
説
を
リ
ニ
ア
ー
に
読
み
取
っ
て
い
く
行
為
に
お
い
て
、
原
理
的

か
つ
権
利
上
に
存
在
す
る
動
き
を
示
し
、
作
品
と
読
み
と
を
共
に
生
成
す
る
起
源
を
示
唆
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
て
取
れ
る
が
、
文
学
研
究
の
現
状
に
対
し
て
は
、
果
て
し
な

い
相
対
化
を
促
す
だ
け
の
批
判
に
止
ま
る
恐
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
読
み
に
対
し

て
、
そ
れ
を
生
産
的
に
審
議
す
る
機
能
を
も
考
慮
に
入
れ
た
理
論
構
成
が
望
ま
れ
る
し
、
本
論

文
の
作
品
研
究
の
下
支
え
と
も
な
る
べ
き
物
語
行
為
・
読
書
行
為
の
展
開
を
強
化
す
る
虚
構
の

言
語
理
論
の
よ
り
詳
細
な
整
備
が
必
要
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
つ
に
は
、
横
光
利
一
「
夜
の
靴
」、
森
敦
「
月
山
」
の
自
筆
原
稿
類
を
精
査
し
、
作
品
の

生
成
過
程
を
検
討
す
る
実
証
的
研
究
の
展
開
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
未
開
発
で
あ
っ
た
研
究
対

象
で
あ
り
、
過
去
十
数
年
間
に
わ
た
る
井
上
氏
の
研
究
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
の
一
端
を

本
論
文
に
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
在
も
な
お
進
行
中
で
あ
り
、
今
後
ど
の
よ
う
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な
研
究
成
果
が
現
れ
る
か
大
い
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
従
来
か
ら
の
実
証
研

究
の
方
法
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
作
品
化
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に

本
論
文
の
文
学
理
論
は
ど
の
よ
う
に
接
合
さ
れ
て
い
く
の
か
。
こ
の
大
き
な
課
題
を
背
負
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
三
点
は
、
本
論
文
の
特
質
と
し
て
他
に
見
ら
れ
な
い
独
自
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
今
後
の
課
題
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
近
現
代
文
学
研
究
自
体

の
あ
り
方
へ
の
再
検
討
を
迫
る
も
の
と
し
て
有
意
義
で
あ
り
、
豊
富
な
問
題
提
起
を
内
包
す
る

知
見
に
満
ち
て
い
る
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
で
あ
る
井
上

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