
安
西
晋
二
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
反
復
と
変
形
の
文
学
―
近
代
小
説
に
お
け
る
準
拠
の
方
法
―
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
と
要
旨

学
位
申
請
論
文
で
あ
る
安
西
晋
二
「
反
復
と
変
形
の
文
学

―
近
代
小
説
に
お
け
る
準
拠
の

方
法
―
」
は
、
序
章
「
反
復
と
変
形
―
翻
案
・
引
用
、
そ
し
て
方
法
と
し
て
の
パ
ロ
デ
ィ
―
」

第
一
部
「
準
拠
の
構
造
と
パ
ロ
デ
ィ
―
澁
澤
龍
�
の
方
法
―
」、
第
二
部
「
典
拠
を
め
ぐ
る
方

法
」、
第
三
部
「
変
奏
さ
れ
る
〈
音
楽
〉」、
終
章
「
結
論
と
課
題
」
と
い
う
構
成
を
と
り
、
四

百
字
詰
原
稿
用
紙
換
算
六
百
九
十
九
枚
に
及
ぶ
論
考
で
あ
る
。

序
章
「
反
復
と
変
形
―
翻
案
・
引
用
、
そ
し
て
方
法
と
し
て
の
パ
ロ
デ
ィ
―
」
に
お
い
て
、

本
論
文
の
研
究
テ
ー
マ
と
そ
の
意
義
、
ま
た
、
研
究
方
法
に
関
わ
る
理
論
的
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
本
研
究
は
、
日
本
近
代
文
学
の
作
品
が
典
拠
を
ど
の
よ
う
に
運
用
し
て
い
る
か
と
い
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う
準
拠
の
方
法
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
原
典
か
ら
の
翻
案
・
引
用
が
存
在

す
る
と
認
定
さ
れ
る
作
品
に
お
い
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
す
る
レ
プ
リ
カ
と
し
て
劣
位
に
あ

る
と
評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
価
値
観
を
改
め
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
典

拠
の
反
復
／
変
形
と
積
極
的
に
捉
え
な
お
し
、
そ
の
操
作
に
お
け
る
価
値
を
新
た
に
見
出
そ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。
文
学
作
品
に
お
け
る
先
行
テ
ク
ス
ト
の
反
復
と
は
、
概
念
的
あ
る
い
は

文
面
的
な
テ
ク
ス
ト
の
変
形
と
し
て
現
象
し
、
典
拠
と
の
差
異
を
生
み
出
す
に
至
る
。
す
な
わ

ち
、
本
研
究
は
、
こ
う
し
た
反
復
／
変
形
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
明
確
化
す
る
テ
ク
ス
ト
間
の
差
異

の
生
成
に
注
目
し
、
そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
当
該
作
品
の
新
た
な
評
価
を
試
み

る
。
ま
た
、
そ
の
差
異
が
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
批
評
性
を
読
者
に
対
し
て
喚
起
す
る
契
機
と
な

る
こ
と
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

第
一
部
「
準
拠
の
構
造
と
パ
ロ
デ
ィ
―
澁
澤
龍
�
の
方
法
―
」
で
は
、
澁
澤
龍
�
の
小
説
作

品
に
お
け
る
典
拠
の
運
用
方
法
を
析
出
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
澁
澤
作
品
に
は
複
数
の
典
拠
が

複
合
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
も
多
い
が
、
本
研
究
に
お
い
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て
は
そ
こ
に
基
本
的
な
準
拠
の
構
造
が
存
在
し
、
そ
の
追
究
が
澁
澤
龍
�
作
品
の
積
極
的
な
評

価
を
も
た
ら
す
こ
と
を
述
べ
る
。
具
体
的
に
は
澁
澤
作
「
撲
滅
の
賦
」
の
典
拠
で
あ
る
埴
谷
雄

高
の
小
説
「
意
識
」
を
比
較
考
察
し
、
そ
の
引
用
に
よ
る
反
復
／
変
形
操
作
に
よ
っ
て
、
語
り

手
「
私
」
の
自
意
識
を
導
く
〈
眼
〉
と
〈
目
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
埴
谷
作
品
か
ら
反
復
し
な
が
ら

も
「
自
意
識
」
を
焦
点
化
す
る
と
こ
ろ
に
作
品
の
特
質
を
見
て
い
る
。
ま
た
、
澁
澤
自
身
が
被

告
と
し
て
法
廷
に
立
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
サ
ド
裁
判
」
が
猥
褻
か
否
か
と
い
う
闘
争
と
見
え
な
が

ら
、
そ
の
裁
判
闘
争
自
体
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
作
品
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命
」
に
注
目
し
つ

つ
、
そ
こ
に
猥
褻
裁
判
の
被
告
で
あ
る
澁
澤
龍
�
を
自
ら
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
こ
と
で
世
上
に
流

布
し
て
い
る
自
己
像
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
を
見
る
。
ま
た
、『
唐
草
物
語
』
で

は
、
こ
の
連
作
短
編
小
説
に
一
貫
し
て
登
場
す
る
「
私
」
が
、
澁
澤
の
過
去
の
エ
ッ
セ
イ
等
の

自
作
を
典
拠
と
し
て
運
用
す
る
と
い
う
内
容
を
有
し
、
こ
れ
が
語
り
手
「
私
」
と
接
続
さ
れ
て

そ
の
作
家
と
し
て
の
「
私
」
像
の
強
度
を
高
め
て
い
る
と
論
じ
る
。
最
後
の
「
ね
む
り
姫
」
論

で
は
、
藤
原
定
家
『
明
月
記
』、『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
の
一
節
を
引
用
し
、
虚
構
の
物
語
を
生
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成
し
な
が
ら
史
実
や
典
拠
を
随
所
に
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、
典
拠
の
持
つ
歴
史
的
な
信
憑
性
に

基
づ
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
利
用
し
な
が
ら
、
虚
構
の
物
語
世
界
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
独
自
な

方
法
を
考
察
す
る
。

第
二
部
「
典
拠
を
め
ぐ
る
方
法
」
は
、
芥
川
龍
之
介
、
中
村
真
一
郎
、
太
宰
治
、
石
川
淳
、

そ
し
て
三
島
由
紀
夫
と
い
う
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
後
期
の
文
学
表
現
を
通
観
す
る
か
た
ち
で
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
準
拠
の
方
法
、
反
復
／
変
形
の
具
体
相
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
諸
作
品
の
典
拠
と
指
摘
で
き
る
も
の
が
日
本
古
典
文
学
や
歴
史
的
な
史

料
と
い
う
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
近
現
代
小
説
の
成
立
に
関
す
る
一
つ
の
特

性
を
準
拠
と
い
う
方
法
で
考
察
す
る
こ
と
で
、
日
本
近
現
代
文
学
史
の
一
側
面
を
照
射
し
よ
う

と
い
う
企
図
を
持
つ
考
察
で
も
あ
る
。
芥
川
作
「
六
の
宮
の
姫
君
」
論
で
は
、
典
拠
と
の
密
着

性
か
ら
独
創
性
の
低
さ
が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
物
語
を
語
る
行
為
の
位
相
に
お
け

る
文
体
分
析
か
ら
典
拠
と
の
「
批
評
的
距
離
」
が
検
討
さ
れ
る
。
中
村
作
品
で
は
近
世
文
学
を

吸
収
し
よ
う
と
し
た
創
作
意
識
を
学
生
時
代
の
日
記
に
見
る
試
み
。
太
宰
治
「
女
の
決
闘
」
論

─ ４ ─



は
、
当
該
作
品
内
部
に
引
用
さ
れ
る
森
�
外
訳
の
同
名
作
品
か
ら
の
引
用
と
、
語
り
手
に
よ
る

批
評
・
加
筆
を
明
示
的
に
行
使
す
る
小
説
で
あ
り
、
そ
こ
に
森
�
外
に
代
表
さ
れ
る
日
本
近
代

小
説
の
表
現
、
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
描
写
、
ま
た
言
表
行
為
主
体
「
私
」
へ
の
批
評
を

も
含
み
つ
つ
、
太
宰
自
ら
の
表
現
方
法
を
も
小
説
化
し
た
と
い
う
特
質
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、

「
女
の
決
闘
」
へ
の
先
行
研
究
論
文
自
体
に
あ
っ
て
も
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
反
復
／
変
形
に

よ
っ
て
文
学
研
究
と
い
う
メ
タ
言
説
が
生
産
・
消
費
さ
れ
て
き
た
と
し
て
、
そ
の
様
相
を
俎
上

に
あ
げ
て
批
判
検
討
す
る
。
ま
た
、
石
川
淳
作
品
へ
の
考
察
に
お
い
て
は
、
そ
の
歴
史
小
説
批

判
を
軸
に
し
な
が
ら
、
歴
史
を
語
る
主
体
の
問
題
を
、
作
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
模
索
を
続

け
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
、「
普
賢
」、「
諸
國
畸
人
傳
」、「
修
羅
」
を
中
心
に
文
体
と
し
て

の
「
説
話
体
」、
歴
史
を
語
る
方
法
、
そ
し
て
史
実
を
反
復
／
変
形
し
、
固
定
化
さ
れ
た
歴
史

を
批
判
す
る
物
語
の
「
批
評
的
距
離
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
三
島
作
品
「
橋
づ
く
し
」
で
は
、

そ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
置
か
れ
た
近
松
門
左
衛
門
「
心
中
天
網
島
」
の
一
節
に
注
目
し
、
こ
の
言

説
が
作
品
の
読
み
の
中
で
い
か
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
物
語
言
説
の
分
析
か
ら
検
討
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し
、
単
な
る
準
拠
で
は
な
く
、
物
語
内
容
に
お
け
る
対
照
性
を
あ
ぶ
り
出
す
構
造
を
生
成
す
る

も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

第
三
部
「
変
奏
さ
れ
る
〈
音
楽
〉」
は
、
明
治
四
十
年
代
か
ら
顕
著
に
な
る
西
洋
音
楽
の
受

容
史
を
繙
き
な
が
ら
、
多
様
な
言
説
に
お
い
て
記
入
さ
れ
、
言
語
化
さ
れ
て
い
く
西
洋
音
楽
の

様
相
を
、
文
学
テ
ク
ス
ト
と
し
て
反
復
／
変
形
さ
れ
て
い
く
事
象
と
す
る
本
研
究
の
理
論
的
視

座
か
ら
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
第
二
部
ま
で
の
文
学
が
文
学
を
反
復
／
変
形

す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
耳
で
聞
き
取
ら
れ
た
音
楽
が
言
語
へ
と
変
換
さ
れ
た
言
説

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
本
研
究
の
拡
張
を
図
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
永
井
荷
風

「
新
帰
朝
者
日
記
」
で
語
り
手
「
私
」
が
自
ら
演
奏
す
る
シ
ョ
パ
ン
の
調
べ
を
い
か
に
表
現
化

し
て
い
く
か
を
分
析
し
、
洋
楽
受
容
の
あ
り
方
と
と
も
に
そ
れ
へ
の
批
評
性
を
も
指
摘
す

る
。
福
永
武
彦
「
私
の
内
な
る
音
楽
」
で
は
、
音
楽
を
聴
く
と
い
う
行
為
主
体
「
私
」
が
、
シ

ベ
リ
ウ
ス
の
曲
を
自
ら
の
文
学
的
志
向
性
と
接
続
さ
せ
、
二
つ
を
交
響
さ
せ
て
い
く
か
の
よ
う

な
語
り
方
に
注
目
し
、
そ
こ
に
福
永
自
身
の
「
内
部
」
の
発
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
ま
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た
、
吉
田
秀
和
に
よ
る
永
井
荷
風
論
を
取
り
上
げ
、
荷
風
の
音
楽
論
に
お
い
て
日
本
近
代
の
西

洋
音
楽
の
移
入
と
創
出
の
問
題
を
見
出
し
た
吉
田
に
、
模
倣
、
反
復
、
そ
し
て
変
形
を
経
た
結

実
へ
の
ま
な
ざ
し
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
る
。

終
章
「
結
論
と
課
題
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
研
究
の
テ
ー
マ
を
振
り
返
り
つ
つ
、
作
品
に

お
け
る
典
拠
・
原
典
の
指
摘
と
、
そ
の
引
用
・
変
形
の
操
作
の
摘
出
、
そ
し
て
、
新
た
に
生
成

し
た
テ
ク
ス
ト
の
意
義
と
価
値
に
つ
い
て
提
案
す
る
と
い
う
方
法
を
確
認
す
る
が
、
こ
れ
ら
の

作
業
を
実
体
的
な
作
品
言
説
に
お
い
て
行
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
文
学
的

な
実
像
と
し
て
の
作
者
の
方
法
を
見
出
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
読
者
の
参
加
を
要
請
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
の
研
究
テ
ー
マ
と
研
究
方
法
に
関
わ
る
理
論
的
な
位
置
、
ま
た
、
本
論
文
全
体
の
趣
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旨
に
つ
い
て
は
、
序
章
「
反
復
と
変
形
―
翻
案
・
引
用
、
そ
し
て
方
法
と
し
て
の
パ
ロ

デ
ィ
―
」
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
の
出
発
点
は
、
明
治
以
降
に
出
発
し
た
日
本

近
代
文
学
の
作
品
が
明
治
以
前
の
古
典
作
品
、
あ
る
い
は
西
欧
の
文
学
作
品
を
典
拠
と
し
て
ど

の
よ
う
に
運
用
し
て
い
る
か
と
い
う
準
拠
の
方
法
を
追
究
し
、
そ
の
内
実
を
明
確
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
提
起
自
体
は
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
準
拠

説
」
と
し
て
古
典
文
学
研
究
の
伝
統
的
な
研
究
作
業
で
あ
っ
た
し
、
近
現
代
文
学
研
究
に
お
い

て
も
し
ば
し
ば
追
究
さ
れ
て
き
た
研
究
分
野
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
業
は
訓
詁
注
釈
と
い

う
文
学
研
究
の
基
礎
作
業
の
う
ち
に
育
ま
れ
、
作
品
生
成
あ
る
い
は
原
作
者
の
創
作
の
起
源
へ

遡
及
し
た
い
と
い
う
願
い
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
意
義
を
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
語
彙
や
修
辞
と
い
っ
た
訓
詁
注
釈
の
水
準
を
超
え
て
、
大
き
な
文
脈
か
ら

作
品
評
価
の
根
幹
で
あ
る
主
題
に
も
関
わ
る
よ
う
な
準
拠
が
見
い
だ
せ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、

作
者
が
原
典
を
準
拠
と
し
、
翻
案
・
引
用
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
と
認
定
さ
れ
る
作
品
に
お

い
て
は
、
従
来
の
文
学
研
究
で
は
そ
の
作
品
評
価
の
段
階
で
、
準
拠
を
有
す
る
作
品
は
原
典
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（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
に
対
す
る
複
製
（
レ
プ
リ
カ
）
と
し
て
劣
位
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
翻
案
作
品
と
認
定
さ
れ
た
も
の
は
そ
れ
だ
け
を
以

て
研
究
対
象
か
ら
退
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
研
究
の
問
題
提
起
と
理
論
的
考

察
は
、
こ
れ
ま
で
の
準
拠
概
念
を
一
新
し
、
文
学
研
究
の
価
値
観
を
改
め
、
翻
案
と
さ
れ
た
現

象
を
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
典
拠
の
反
復
／
変
形
と
積
極
的
に
捉
え
な
お
し
、
そ
の
操
作
に
お
け

る
価
値
を
新
た
に
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

文
学
作
品
に
お
け
る
先
行
テ
ク
ス
ト
の
翻
案
・
引
用
と
は
反
復
の
可
能
性
の
表
れ
で
あ
り
、

概
念
的
あ
る
い
は
文
面
的
な
テ
ク
ス
ト
の
変
形
と
し
て
現
象
し
、
必
然
的
に
典
拠
と
の
差
異
を

生
み
出
す
に
至
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
作
用
そ
の
も
の
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
は

「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
概
念
と
し
て
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
研
究
は
、
こ
う
し
た
反
復
／
変

形
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
明
確
化
す
る
テ
ク
ス
ト
間
の
差
異
の
生
成
に
注
目
し
、
そ
の
要
因
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
当
該
作
品
の
新
た
な
評
価
を
試
み
る
。
次
に
、
そ
の
差
異
を
契
機
と
し
て
読
者

に
お
い
て
発
動
す
る
テ
ク
ス
ト
の
批
評
性
を
「
パ
ロ
デ
ィ
」
と
指
摘
し
、
そ
の
作
用
の
意
味
と
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価
値
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
理
論
的
姿
勢
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
も
の
の
中
に
テ
ク
ス
ト
生
成
の
契
機
を
探
ろ
う
と
し
た
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。本

研
究
の
こ
う
し
た
理
論
的
射
程
は
、
第
一
部
の
澁
澤
龍
�
研
究
に
費
や
さ
れ
た
時
間
と
苦

心
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
澁
澤
作
品
の
個
性
的
な
あ
り

よ
う
と
そ
の
評
価
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
研
究
対
象
と
し
て
分
析
検
討
さ
れ
る
領
域

で
は
、
数
多
く
の
引
用
・
翻
案
を
指
摘
し
、
真
正
な
意
味
で
の
換
骨
奪
胎
を
認
め
る
水
準
で
し

か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
か
ら
何
故
に
澁
澤
龍
�
と
い
う
表
現
者
の
個

性
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
か
、
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
作
用
を
追
究
す
る
こ
と
が
極
め
て
困

難
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
学
的
実
像
と
し
て
の
澁
澤
龍
�
を
ど
う
分
析
評
価
す
る
か
に
お
い
て
、

本
研
究
の
実
践
は
今
後
の
澁
澤
龍
�
作
品
研
究
の
指
標
と
な
り
う
る
成
果
を
あ
げ
た
と
評
価
で

き
る
。
ま
た
、
第
二
部
は
こ
の
分
析
方
法
を
以
て
近
現
代
文
学
の
主
要
な
作
品
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
試
み
ら
れ
て
い
る
作
品
群
は
、
本
研
究
の
分
析
方
法
に
適
合
す
る
よ
う
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な
恣
意
的
な
選
択
基
準
を
採
用
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、「
反
復
・
変
形
」
と
い
う
テ
ク
ス

ト
の
作
用
が
文
学
に
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
近
現
代
文
学
作
品
の
多
く
に
見
ら
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
考
察
に
よ
っ
て
近
現
代
小
説
の
方
法
、
描
写
と
語
り
の
リ
ア
リ
ズ
ム
、

作
中
に
「
私
」
と
し
て
発
動
す
る
一
人
称
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
っ
た
近
現
代
文
学
研
究
の
多

く
の
問
題
提
起
へ
も
接
続
す
る
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
こ

の
第
二
部
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
作
品
へ
の
考
察
は
、
芥
川
作
品
に
準
拠
が
非
常
に
多
い
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
し
、
太
宰
治
作
品
の
考
察
も
近
代
小

説
文
体
の
仕
組
み
を
提
示
し
う
る
と
い
う
視
野
の
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
川
淳
作

品
論
で
は
昭
和
十
年
代
以
降
に
お
い
て
、
小
説
に
お
い
て
歴
史
を
い
か
に
語
る
か
と
い
う
テ
ー

マ
が
追
究
さ
れ
て
い
く
内
実
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
部
で
は
日
本
近
代
の
西
洋

音
楽
の
受
容
か
ら
、
日
本
の
洋
楽
創
始
ま
で
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
の
中
で
永

井
荷
風
、
福
永
武
彦
、
吉
田
秀
和
と
い
っ
た
小
説
家
、
文
筆
家
の
記
述
行
為
に
西
洋
音
楽
の
受

容
と
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
る
が
、こ
の
動
き
の
な
か
に
本
研
究
の
テ
ー
マ
を
探
ろ
う
と
し
た
、
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応
用
編
と
も
言
え
る
。
永
井
荷
風
に
よ
る
西
洋
音
楽
受
容
の
形
跡
と
そ
の
文
章
に
注
目
す
る
吉

田
秀
和
の
音
楽
理
念
の
検
討
は
近
現
代
洋
楽
史
へ
一
石
を
投
ず
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
今
後

の
展
開
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
研
究
の
特
徴
が
従
来
の
基
礎
的
研
究
作
業
の
操
作
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に

近
年
の
文
学
研
究
が
新
た
に
抱
え
て
き
た
問
題
提
起
を
組
み
込
み
、
新
た
な
研
究
の
地
平
を
拓

こ
う
と
す
る
意
欲
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
先
行
テ
ク
ス
ト
の
反
復
・
変
形
の

操
作
、
及
び
、
典
拠
に
対
す
る
差
異
の
析
出
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
ま
で
は
、
そ
の
対
象
作
品
の
文

面
に
お
い
て
客
観
的
に
分
析
・
考
察
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
差
異
化
さ
れ
た
作
品
に

お
い
て
の
新
た
な
意
味
や
価
値
が
そ
の
文
面
に
明
確
な
も
の
と
し
て
指
摘
し
う
る
か
ど
う
か
。

つ
ま
り
、
そ
の
時
に
現
れ
る
と
す
る
批
評
性
と
は
、
既
に
、
読
者
の
介
入
を
前
提
に
し
た
「
読

み
」
の
作
用
と
し
て
起
こ
り
う
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
棄
て
き
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、〈
書
き
換
え
〉
と
い
う
操
作
が
存
在
す
る
と
い
う
判
断
か
ら
発
生
す
る
は
ず
の
意
味
や
価

値
の
考
察
が
、
作
者
と
い
う
書
き
手
の
主
体
性
を
確
立
す
る
方
向
に
向
か
う
の
な
ら
ば
、
旧
作
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家
論
へ
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
書
き
手
の
書
く
行
為
自
体
の
活
動
に
お
け
る
作
用

と
し
て
、
読
み
手
に
喚
起
さ
れ
る
実
像
の
創
出
過
程
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
の
反

復
・
変
形
の
操
作
プ
ロ
セ
ス
か
ら
批
評
性
の
獲
得
に
至
る
狭
間
を
埋
め
る
理
論
が
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
に
本
研
究
の
大
き
な
課
題
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
論
文
が
示
し
た
こ
と
は
日
本
近
現
代
文
学
に
お
け
る
既
定
の
作
品
研
究
に
止
ま

ら
ず
、
日
本
近
現
代
文
学
研
究
の
こ
れ
ま
で
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
か
ら
へ
の
大
き
な
問
い

を
模
索
し
よ
う
と
い
う
生
産
性
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
か
つ
、
大
い
に
評
価
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
で
あ
る
安
西
晋
二
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
。
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平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

石

川

則

夫

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

井

上

明

芳

◯印

副
査

埼
玉
大
学
教
授

杉

浦

晋

◯印
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安
西
晋
二

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
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
六
年
十
二
月
二
十
二
日

学
力
確
認
担
当
者主

査

國
學
院
大
學
教
授

石

川

則

夫

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

井

上

明

芳

◯印

副
査

埼
玉
大
学
教
授

杉

浦

晋

◯印
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