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齋
藤
　
樹
里
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る「
芝
居
」と「
女
性
」―
太
宰
治
・
齋
藤
綠
雨
を
中
心
に
―
』審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
、
歌
舞
伎
、
文
楽
、
義
太
夫
そ
し
て
常
磐
津
を
中
心

と
す
る
「
芝
居
」
の
受
容
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
。
特
に
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の

過
渡
期
に
お
け
る
小
説
創
作
の
実
態
に
、
所
謂
西
欧
文
学
か
ら
の
移
入
状
況
ば
か
り
で
は
な

く
、
江
戸
期
か
ら
継
続
し
て
い
る
大
衆
文
化
が
接
続
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
点
か
ら
導
出
さ
れ
る
の
は
、
日
本
近
代
文
学
史
に
江
戸

期
か
ら
昭
和
期
ま
で
を
貫
く
物
語
行
為
の
内
実
に
、
日
本
文
学
の
伝
統
的
な
特
質
を
見
極
め

て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
第
一
章
「
近
代
と
は
何
か
―
明
治
二
十
年
代
と
「
芝
居
」
―
」
は
、
第
一
節
か

ら
第
三
節
ま
で
齋
藤
綠
雨
の
「
か
く
れ
ん
ぼ
」、「
油
地
獄
」、「
門
三
味
線
」
の
三
作
品
を
、
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第
四
節
で
坪
内
逍
遥
の
「
梓
神
子
」
を
事
例
と
し
て
、
各
作
品
の
物
語
行
為
に
お
い
て
、「
芝

居
」（
明
治
二
十
年
代
前
後
に
受
容
さ
れ
て
い
た
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
常
磐
津
の
詞
章
）
の

文
言
が
ど
れ
ほ
ど
多
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
ず
は
引
用
の
典
拠
を
精
査
す
る
と
い
う
地
道
な

基
礎
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
引
用
さ
れ
た
詞
章
等
が

各
作
品
の
登
場
人
物
の
造
型
に
関
わ
る
語
り
、
ま
た
特
に
心
情
を
描
写
す
る
と
こ
ろ
に
如
何

に
寄
与
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
章
で
は
、
齋
藤
綠
雨
に
よ
る
上

記
三
作
品
の
新
た
な
作
品
分
析
の
方
法
を
提
起
し
、
綠
雨
の
近
代
小
説
を
再
評
価
す
る
見
通

し
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、坪
内
逍
遥
「
梓
神
子
」
の
分
析
に
お
い
て
は
、森
鷗
外
と
の
「
没

理
想
論
争
」
の
経
緯
の
中
で
分
析
評
価
さ
れ
て
来
た
先
行
研
究
に
対
し
て
、
前
近
代
文
学
の

批
判
か
ら
近
代
文
学
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
坪
内
逍
遥
が
、
前
近
代
の
狂
言
作
者
を
ど
の

よ
う
に
評
価
し
つ
つ
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
。
単
純
な
前
近
代
批
判
に
留
ま
る

こ
と
な
く
、
実
は
前
近
代
と
近
代
の
文
学
を
接
続
さ
せ
る
試
み
を
実
行
し
て
い
た
と
い
う
視

点
を
提
案
し
て
い
る
。

　
第
二
章
「
太
宰
治
〈
女
性
独
白
体
〉
①
―
構
築
さ
れ
る
「
女
性
」
―
」
は
、
太
宰
治
の
所
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謂
「
女
語
り
」、「
女
性
独
白
体
」
の
物
語
行
為
を
表
現
し
、
そ
れ
が
太
宰
治
作
品
の
大
き
な

特
質
を
捉
え
ら
れ
て
来
た
作
品
群
に
つ
い
て
、
こ
の
物
語
行
為
が
い
か
な
る
振
る
舞
い
を
以

て
そ
の
行
為
主
体
を
形
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
行
為
論
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
改
め
て
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。「
燈
籠
」、「
き
り
ぎ
り
す
」、「
千
代
女
」、「
皮
膚
と
心
」、「
待
つ
」、「
饗

応
夫
人
」
の
作
品
論
を
六
節
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
通
底
す
る
の
は
、

所
謂
〈
女
性
独
白
体
〉
の
物
語
行
為
が
特
質
と
し
て
評
価
さ
れ
て
来
た
太
宰
治
作
品
の
語
り

が
、
単
な
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
「
独
白
」
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
返
っ
て
く
る
「
独

白
」、
つ
ま
り
自
己
再
帰
的
な
語
り
と
し
て
検
討
す
る
試
み
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
「
女

性
独
白
体
」
を
物
語
行
為
と
す
る
作
品
群
の
主
体
と
な
る
「
私
」
が
、
語
る
行
為
に
よ
っ
て

「
女
性
」
を
演
出
し
、自
ら
を
「
女
性
」
と
し
て
構
築
し
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
太
宰
治
〈
女
性
独
白
体
〉
②
―
「
芝
居
」
の
中
の
「
女
性
」
―
」
は
、
第
一
章

の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
芝
居
」、
第
二
章
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
女
性
独
白
体
」
を
統
合
し
た
論
点
を

以
て
太
宰
治
「
お
さ
ん
」
と
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
の
二
作
品
を
考
察
す
る
も
の
で
、
第
一
章

の
手
法
で
あ
る
「
芝
居
」
の
引
用
箇
所
を
精
査
し
、
そ
の
文
言
が
作
品
読
解
に
影
響
を
及
ぼ
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す
と
こ
ろ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
論
じ
て
お
り
、
両
作
品
の
先
行
研
究
へ
の
批
判
検
討
を
踏
ま

え
て
、
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
来
た
太
宰
治
の
義
太
夫
体
験
を
捉
え
直
し
、
そ
れ
ら
の
伝

統
的
な
物
語
を
「
覚
え
込
ん
で
い
た
」
と
自
ら
述
べ
る
作
家
の
体
験
を
、
そ
の
作
品
読
解
へ

の
新
た
な
視
点
と
し
て
提
案
し
て
い
る
。

　
附
章
の
「
近
代
文
学
研
究
の
手
法
と
可
能
性
―
比
較
文
学
、蔵
書
調
査
―
」
は
、森
敦
「
天

上
の
眺
め
」
と
そ
の
韓
国
語
訳
の
比
較
考
察
と
、
國
學
院
大
學
の
旧
折
口
博
士
記
念
古
代
研

究
所
所
蔵
資
料
類
の
中
か
ら
、
室
生
犀
星
か
ら
折
口
信
夫
へ
の
献
呈
本
の
実
態
調
査
と
、
そ

こ
か
ら
浮
上
す
る
交
流
関
係
の
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
要
旨

　
本
論
文
の
主
旨
に
つ
い
て
は
、「
序
章
　
近
代
文
学
の
「
芝
居
」
と
「
女
性
」」
に
お
い
て

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
芝
居
」
と
「
女
性
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心

に
考
察
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
齋
藤
綠
雨
の
小
説
作
品
と
太
宰
治
の
小
説

作
品
を
取
り
上
げ
て
分
析
、
考
察
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
手
続
き
は
、「
同
時
代
言

説
や
同
時
代
の
社
会
文
化
状
況
、
当
時
既
に
成
立
し
て
い
た
文
学
や
芝
居
の
よ
う
な
先
行
テ

キ
ス
ト
を
足
掛
か
り
に
」
し
て
い
く
と
記
さ
れ
た
上
で
、
本
論
文
で
使
用
す
る
「
芝
居
」
は

所
謂
「
旧
劇
」
と
さ
れ
て
い
る
、
歌
舞
伎
、
文
楽
（
人
形
浄
瑠
璃
）
の
舞
台
や
狂
言
台
本
、

そ
し
て
義
太
夫
や
常
磐
津
と
い
っ
た
邦
楽
・
舞
踊
と
い
う
と
こ
ろ
を
範
囲
と
す
る
と
し
て
い
る
。

　
と
も
す
れ
ば
西
欧
文
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
作
家
と
、
そ
の
作
品
を
中
心
と
し
て
把

握
さ
れ
て
来
た
日
本
近
代
文
学
の
概
念
に
あ
っ
て
は
、
逆
に
、
日
本
の
伝
統
文
学
か
ら
の
流

れ
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
が
否
め
な
い
。
そ
の
側
面
に
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
で
、

前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
文
体
と
物
語
の
流
れ
を
精
査
し
、
と
も
す
れ
ば
前
近
代
性
を
指
摘
さ
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れ
る
が
故
に
貶
め
ら
れ
て
い
た
文
学
作
品
の
再
評
価
を
促
そ
う
と
す
る
論
点
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
西
欧
文
学
、
文
化
を
摂
取
し
、
外
国
語
の
能
力
を
駆
使
し
て
翻
訳
を
手
が
け
つ
つ
創

作
に
取
り
組
ん
だ
近
代
作
家
た
ち
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
一
握
り
の
知
的
エ
リ
ー
ト
で

あ
っ
た
が
、
翻
っ
て
先
に
示
し
た
「
芝
居
」
ほ
ど
多
様
な
媒
体
で
そ
の
当
時
の
大
衆
に
浸
透

し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
近
代
文
学
の
読
者
で
、
特
に
同
時
代
読
者
の
文
化
的
素
養
を
踏
ま

え
る
な
ら
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
文
化
と
し
て
の
「
芝
居
」
を
背
景
に
し
た
作
品
享
受
の

様
相
は
、
改
め
て
掘
り
起
こ
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
分
析
に

と
っ
て
は
、
齋
藤
綠
雨
が
稀
代
の
芝
居
通
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
考
察
対
象
と
し

て
の
特
権
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
作
品
に
お
け
る
「
芝
居
」
の
要
素
を
点
検
し
た
上
で
の

作
品
再
評
価
は
意
義
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
二
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
女
性
」

と
は
、〈
女
性
全
般
〉
で
は
な
く
、
太
宰
治
作
品
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
〈
女
語
り
〉、〈
女

性
独
白
体
〉
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
か
ら
代
表
的
な
も
の

を
取
り
上
げ
、
語
り
手
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
前
提
に
し
て
来
た
読
み
、
従
来
の
作

品
解
釈
の
偏
向
性
を
解
体
し
、
一
人
称
回
想
体
の
物
語
行
為
の
過
程
に
お
い
て
、〈
女
性
〉
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が
語
り
手
の
あ
り
方
と
し
て
、
語
り
出
さ
れ
、
読
み
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
行
為
論
的
な
作

品
評
価
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
芝
居
」
と
「
女
性
」
と
い
う
論
点
は
、
本
来
的
に
は
個
別
な
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
第
一
章
と
第
二
章
の
論
考
群
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

二
つ
を
結
び
合
わ
せ
た
考
察
の
成
果
が
太
宰
治
の
「
お
さ
ん
」
と
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
と
い

う
二
つ
の
〈
女
性
独
白
体
〉
作
品
へ
の
読
解
へ
と
展
開
し
、
本
論
文
の
第
三
章
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
「
近
代
と
は
何
か
―
明
治
二
十
年
代
と
「
芝
居
」
―
」
は
、
齋
藤
綠
雨
の
「
か
く

れ
ん
ぼ
」、「
油
地
獄
」、「
門
三
味
線
」、
そ
し
て
坪
内
逍
遥
「
梓
神
子
」
の
四
節
か
ら
な
っ

て
い
る
。

　
齋
藤
綠
雨
に
よ
る
三
作
品
の
考
察
で
は
、
ま
ず
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
特
異
な
地
の
文
に
溶

け
込
ん
で
い
る
多
様
な
「
芝
居
」
の
要
素
を
指
摘
、
た
と
え
ば
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』、『
伊

勢
音
頭
恋
寝
刃
』
や
『
心
中
天
網
島
』
な
ど
の
主
要
な
場
面
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
の
紙
屋

治
兵
衛
、
遊
女
小
春
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
山
村
俊
雄
、
小
春
、
お
夏
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へ
と
語
り
手
が
準
え
つ
つ
物
語
っ
て
行
く
こ
と
で
、
引
用
元
の
物
語
内
容
や
各
人
物
に
伴
う

豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
、
本
作
の
心
理
描
写
を
補
完
す
る
と
論
じ
、
綠
雨
の
近
代
へ

の
批
判
的
姿
勢
に
基
づ
く
作
品
と
い
う
従
来
の
評
価
を
問
い
直
す
。
し
か
し
、「
芝
居
」
と

の
類
似
性
で
は
な
く
、
差
異
に
お
い
て
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
人
物
造
型
の
「
近
代
」
が
問
題

化
さ
れ
る
と
い
う
着
想
に
は
、
さ
ら
な
る
検
討
、
言
及
が
欲
し
い
。「
油
地
獄
」
論
は
、
そ

の
タ
イ
ト
ル
か
ら
連
想
さ
れ
る
近
松
門
左
衛
門
『
女
殺
油
地
獄
』
と
の
比
較
考
察
に
な
る
が
、

本
作
発
表
時
の
前
後
に
隆
盛
す
る
近
松
浄
瑠
璃
鑑
賞
、
再
評
価
の
動
き
を
、
坪
内
逍
遥
ら
の

近
松
研
究
会
の
活
動
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
同
時
代
の
近
松
ブ
ー
ム
の
中
に
お
い
て
綠
雨

の
「
油
地
獄
」
を
読
み
直
す
試
み
で
あ
る
。「
女
殺
」
と
い
う
設
定
が
な
い
本
作
で
は
、
殺

人
と
い
う
行
為
が
も
た
ら
す
地
獄
と
は
逆
向
き
に
「
個
の
内
面
」
を
指
向
す
る
心
情
の
地
獄

を
表
現
し
、
引
用
元
と
本
作
と
を
往
還
す
る
読
み
に
お
い
て
そ
れ
は
明
確
化
す
る
と
論
じ
る

が
、
そ
れ
ら
の
差
異
を
照
応
さ
せ
る
読
み
の
力
学
の
考
察
が
課
題
と
な
る
。
つ
づ
く
「
門
三

味
線
」
論
は
、
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』
と
比
較
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
本

作
を
、
本
文
中
に
織
り
込
ま
れ
る
常
磐
津
の
物
語
と
音
曲
の
解
明
か
ら
、
常
磐
津
の
詞
章
を
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踏
ま
え
つ
つ
展
開
さ
れ
る
物
語
の
読
解
へ
向
け
て
の
考
察
で
あ
る
。
本
論
の
指
摘
で
重
要
な

の
は
、「
門
三
味
線
」
本
文
に
見
え
る
（
一
）
～
（
廿
三
）
ま
で
の
章
立
て
の
小
見
出
し
が

す
べ
て
常
磐
津
の
詞
章
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
本
作
の
物
語
を

常
磐
津
の
物
語
が
促
し
て
い
る
と
い
う
読
解
の
可
能
性
が
開
け
て
く
る
。
本
論
で
は
一
部
の

指
摘
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
な
る
考
察
を
期
待
し
た
い
。
さ
て
、
坪
内
逍
遥
「
梓

神
子
」
は
、
森
鷗
外
と
の
〈
没
理
想
論
争
〉
の
射
程
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
来
た
が
、
本
作

の
構
造
へ
視
点
を
向
け
れ
ば
、
梓
神
子
と
い
う
前
近
代
的
な
装
置
と
前
近
代
的
な
文
体
で
近

代
批
評
を
論
じ
る
と
い
う
実
験
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
お
の
れ
」
に
よ
る
前
近
代
と

近
代
の
接
続
の
試
み
で
あ
る
と
論
じ
る
。
西
鶴
や
近
松
の
怨
霊
が
梓
神
子
に
憑
依
し
、
近
代

批
判
を
述
べ
、
語
り
手
「
お
の
れ
」
が
反
論
す
る
が
、
そ
れ
も
「
取
次
老
爺
」
に
批
評
さ
れ

る
と
い
う
構
造
を
指
摘
し
、
充
分
に
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
構
造
の
動
き
、
仕
組
み
に

つ
い
て
詳
述
し
て
欲
し
い
。

　
第
二
章
　
「
太
宰
治
〈
女
性
独
白
体
〉
①
―
構
築
さ
れ
る
「
女
性
」
―
」
は
、「
燈
籠
」、「
き

り
ぎ
り
す
」、「
千
代
女
」、「
皮
膚
と
心
」、「
待
つ
」、「
饗
応
夫
人
」
の
作
品
論
を
六
節
に
分
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け
て
論
じ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
通
底
す
る
の
は
、
所
謂
〈
女
性
独
白
体
〉
の
物
語
行
為
が

特
質
と
し
て
評
価
さ
れ
て
来
た
太
宰
治
作
品
の
語
り
が
、単
な
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
の「
独

白
」
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
返
っ
て
く
る
「
独
白
」、
つ
ま
り
自
己
再
帰
的
な
語
り
と
し

て
検
討
す
る
試
み
で
あ
る
。「
燈
籠
」
の
「
さ
き
子
」
は
新
聞
記
事
や
手
紙
と
い
う
〈
記
録
〉

を
み
ず
か
ら
の
〈
記
憶
〉
で
再
構
成
し
つ
つ
、
自
ら
の
語
り
に
よ
っ
て
自
ら
を
獲
得
す
る
と

論
じ
る
。「
き
り
ぎ
り
す
」
は
、
夫
の
言
葉
を
〈
剥
奪
〉
し
続
け
る
「
私
」
が
、
外
部
に
い

る
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
を
自
己
内
部
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
へ
転
位
さ
せ
る
よ
う
に
、私
だ
け
に
「
わ

か
る
」
夫
を
希
求
す
る
「
私
」
の
エ
ゴ
チ
ズ
ム
の
表
出
と
捉
え
る
。「
千
代
女
」
は
、「
千
代

女
」
に
な
れ
な
い
「
和
子
」
が
、「
千
代
女
」
で
は
な
い
こ
と
を
語
り
続
け
つ
つ
、「
千
代
女
」

に
な
り
た
い
願
望
を
表
出
し
て
し
ま
う
結
末
に
、
自
己
認
識
と
他
者
か
ら
の
認
識
・
評
価
の

差
異
へ
の
葛
藤
を
見
出
し
、
こ
の
動
き
を
「
独
白
」
の
内
実
と
み
る
。
ま
た
「
皮
膚
と
心
」

で
は
、「
女
心
」
の
描
出
と
い
う
評
価
を
批
判
し
、
性
差
を
前
提
と
す
る
読
み
か
ら
、
あ
く

ま
で
も
「
私
」
個
人
の
心
理
を
語
る
「
独
白
」
で
あ
り
、
そ
の
物
語
行
為
の
過
程
に
あ
っ
て

〈
女
〉
と
し
て
あ
る
こ
と
を
獲
得
し
て
い
く
と
論
じ
る
。「
待
つ
」
は
、
発
表
媒
体
の
特
質
か
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ら
み
て
、同
時
代
に
流
行
し
た
〈
コ
ン
ト
〉
と
い
う
批
評
性
を
含
意
す
る
作
品
と
位
置
づ
け
、

「
私
」
の
「
待
つ
」
行
為
の
み
を
語
り
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
既
成
の
価
値
観
念
へ
の
批
評
性

が
読
み
取
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、「
饗
応
夫
人
」
で
は
、「
奥
さ
ま
」
を
相
対
化
し
て
い
る
よ

う
に
語
る
「
私
」
が
、
客
人
に
対
し
て
限
り
な
く
「
饗
応
」
す
る
「
奥
さ
ま
」
を
語
り
続
け

る
行
為
に
よ
っ
て
、「
私
」
自
ら
を
「
奥
さ
ま
」
と
同
化
さ
せ
、
語
り
手
「
私
」
が
「
饗
応

夫
人
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
結
ぶ
。

　
以
上
の
作
品
論
は
、「
私
」
の
一
人
称
独
白
体
と
い
う
物
語
行
為
に
よ
っ
て
、
語
り
手
が

〈
女
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
機
能
を
中
心
に
分
析
し
て
お
り
、
そ
の
着
想
に
異
議
は
な

い
が
、〈
女
〉
に
な
る
と
い
う
事
象
の
仕
組
み
の
解
明
に
言
葉
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
り
、〈
構

築
主
義
〉
を
標
榜
す
る
も
の
の
、や
や
実
体
論
的
な
解
釈
に
留
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
点
、

再
検
討
を
促
し
た
い
。

　
第
三
章
「
太
宰
治
〈
女
性
独
白
体
〉
②
―
「
芝
居
」
の
中
の
「
女
性
」
―
」
は
、
本
論
文

の
核
心
を
な
す
2
本
の
論
考
、「
お
さ
ん
」
論
と
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
を
収
め
て
い
る
。

　
「
お
さ
ん
論
」
は
、「
小
春
の
欠
如
と
見
立
て
ら
れ
た
「
お
さ
ん
」」
と
い
う
副
題
が
示
す
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通
り
、
本
論
文
第
一
章
で
の
論
点
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
太
宰
治
の
義
太
夫
体
験
は
周
知
の

こ
と
で
、
本
作
も
『
心
中
天
網
島
』
等
を
典
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
来
て
い
る
が
、
典
拠
作

品
に
お
け
る
曾
根
崎
新
地
の
遊
女
「
小
春
」
と
い
う
人
物
が
、
太
宰
の
「
お
さ
ん
」
に
は
見

当
た
ら
な
い
こ
と
、こ
の
差
異
に
つ
い
て
着
目
し
た
論
考
で
あ
る
。
作
中
の
「
私
」
が
、「
夫
」

を
紙
屋
治
兵
衛
へ
、
自
ら
を
「
お
さ
ん
」
へ
見
立
て
、
こ
れ
と
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
語
り

は
、
自
ら
を
騙
り
な
が
ら
「
夫
」
の
心
中
事
件
を
意
味
付
け
よ
う
と
い
う
行
為
で
あ
る
と
す

る
考
察
は
説
得
力
に
富
む
。
ま
た
、「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
は
、
椿
屋
の
主
人
か
ら
「
私
」

が
「
お
か
る
」
と
見
立
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
作
に
胚
胎
す
る
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の

断
片
を
精
査
し
、
し
か
し
単
な
る
影
響
関
係
で
は
な
く
、
こ
の
典
拠
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
「
私
」
の
語
り
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
斬
新
な
論
考
と
な
っ
て
い
る
。

　
附
章
「
近
代
文
学
研
究
の
手
法
と
可
能
性
―
比
較
文
学
、
蔵
書
調
査
―
」
は
、
森
敦
「
天

上
の
眺
め
」
と
そ
の
韓
国
語
訳
の
比
較
考
察
と
、
國
學
院
大
學
が
所
蔵
す
る
折
口
博
士
記
念

古
代
研
究
所
所
蔵
資
料
類
の
、
室
生
犀
星
か
ら
折
口
信
夫
へ
の
献
呈
本
の
実
態
調
査
と
、
そ

こ
か
ら
浮
上
す
る
交
流
関
係
の
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
韓
国
語
の
語
学
力
を
駆
使
し
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た
論
者
な
ら
で
は
の
論
考
で
あ
り
、
後
者
は
折
口
信
夫
近
代
文
学
関
係
旧
蔵
本
の
初
め
て
の

調
査
報
告
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
ま
た
今
後
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

　
さ
て
、
第
一
章
、
第
二
章
に
お
い
て
の
諸
論
考
は
、
有
意
義
な
問
題
提
起
に
発
し
て
い
る

も
の
の
、
結
論
部
の
言
及
が
や
や
不
足
気
味
で
あ
り
、
作
品
読
解
よ
り
も
依
拠
し
て
い
る
分

析
概
念
が
強
調
さ
れ
る
な
ど
課
題
を
残
す
論
述
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、〈
近
代
〉、〈
前
近

代
〉、〈
物
語
〉
な
ど
の
近
代
文
学
研
究
上
の
概
念
が
自
ら
の
充
分
な
批
判
検
討
を
経
て
使
用

さ
れ
て
い
る
か
覚
束
な
い
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
改
め
て
論
者
に
お
い
て
熟

考
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
三
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
の
試
行
錯
誤
が
実
を
結
び
、
論
者
な
ら
で

は
の
研
究
成
果
を
提
出
し
得
て
い
る
と
考
え
る
。
典
拠
と
見
な
さ
れ
る
原
典
資
料
の
博
捜
に

終
始
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
の
独
自
な
問
題
提
起
は
、
新
た
な
研
究
領
域
の
開
発
を
期

待
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
さ
ら
な
る
追
究
を
望
み
た
い
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
論
文
提
出
者
齋
藤
樹
里
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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副
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海
道
大
学
教
授
　
　
　
　
中
村
　
三
春
　
　
　

　
　
　
　
　
副
査
　
福
岡
女
学
院
大
学
教
授
　
　
大
國
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希
　
　
　


