
堀
辰
雄
の
文
学
観

そ
の
確
立
ま
で
を
た
ど
る

序死
が
あ
た
か
も
一
つ
の
季
簡
を
開
い
た
か
の
や
う
だ
つ
た
。

こ
の
一
節
で
始
ま
る
堀
辰
雄
出
世
作
「
聖
家
族
」
は
、
新
し
い
堀

文
学
の
出
発
を
思
わ
せ
る
。
「
芥
川
龍
之
介
先
生
の
塞
削
に
さ
さ
ぐ
」

こ
の
作
品
は
、
師
芥
川
の
死
か
ら
の
出
発
で
あ
り
、
自
己
の
文
学
観

を
確
立
し
た
堀
の
作
家
と
し
て
の
新
た
な
出
発
を
も
意
味
す
る
。
西

欧
文
学
に
新
し
い
文
芸
の
精
神
と
挟
法
を
学
び
、
文
壇
や
世
の
中
の

激
し
い
動
き
に
も
動
ず
る
事
な
く
、
己
れ
の
信
じ
る
文
学
の
方
向
に

独
自
の
文
学
観
を
築
こ
う
と
模
索
し
て
い
た
苦
悩
の
時
代
の
終
り
で

＋
の
つ
存
ル
。

こ
の
論
文
で
は
、
作
家
と
し
て
は
前
期
に
あ
た
る
「
聖
家
族
」
ま

で
の
時
期
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
堀
の

生
い
立
ち
を
時
代
背
景
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
文
学
的
観
点
か
ら
簡
単

四
十
回
生

久

美

保

恵

に
述
べ
て
い
く
。
次
に
、
第
二
章
の
第
一
節
で
は
、
エ
ッ
セ
イ
、
随

筆
、
書
簡
に
表
わ
れ
て
い
る
堀
の
文
学
観
、
第
二
節
で
は
、
作
品
に

表
わ
れ
て
い
る
文
学
観
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
そ
し
て
、
堀
が
ど

の
よ
う
に
し
て
独
自
の
文
学
観
を
確
立
さ
せ
、
作
品
に
ど
の
よ
う
に

生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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本
論第

一
章

時
代
背
景
と
生
い
立
ち

付
幼
少
時
代

堀
辰
雄
は
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
、
東
京
麹
町
区
平

河
町
に
、
父
堀
浜
之
助
、
母
西
村
志
気
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
志
気
が
浜
之
助
の
正
妻
で
な
か
っ
た
事
で

あ
る
。
志
気
は
辰
雄
が
三
才
の
時
に
彫
金
師
の
上
条
松
吉
と
結
婚
す

る
が
、
そ
れ
ま
で
の
三
年
間
の
父
親
の
不
在
感
が
、
堀
の
作
品
に
影



響
を
与
え
て
い
る
。

堀
の
幼
少
時
代
は
、
日
露
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
、
不
穏
な

空
気
に
包
ま
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

口
大
正
末
期

こ
の
時
期
は
、
堀
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
第
一
に
、
大
正
十
年
四
月
、
第
一
高
等
学
校
理
科
乙
類
に
入

学
し
、
神
西
清
と
出
会
っ
た
事
で
あ
る
。
一
一
人
は
生
涯
を
通
じ
て
良

き
友
人
、
良
き
文
学
的
理
解
者
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
で
母
を
失
い
、
堀
自
身
も

九
死
に
一
生
を
得
た
体
験
を
し
た
事
で
あ
る
。

第
三
に
、
萩
原
朔
太
郎
の
第
二
詩
集
『
青
猫
』
に
巡
り
合
っ
た
事

で
あ
る
。

第
四
に
、
芥
川
龍
之
介
と
出
会
っ
た
事
で
あ
る
。

第
五
に
、
母
を
失
っ
た
精
神
的
打
撃
と
震
災
後
の
過
労
よ
り
肋
膜

炎
を
起
こ
し
た
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
涯
を
通
じ
て
闘
う
こ
と
に
な

る
胸
部
疾
患
の
最
初
の
発
病
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
大
正
十
四
年
の
二
ヶ
R
閣
の
軽
井
沢
滞
在
で
、
ス
タ
ン
ダ
l

ル
、
メ
リ
メ
、
ジ
イ
ド
等
の
作
品
に
親
し
ん
で
い
っ
た
事
も
見
落
し

て
は
な
ら
な
い
。
大
正
十
五
年
頃
よ
り
は
、
コ
ク
ト
！
、
ア
ポ
リ
ネ
l

ル
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
作
品
に
も
親
し
み
始
め
た
。

こ
の
大
正
末
期
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
盛
行
し
た
時
期
で
も

あ
り
、
所
調
「
左
傾
」
す
る
作
家
・
知
識
人
が
増
え
た
。
し
か
し
、

堀
は
動
か
な
か
っ
た
。

同
人
生
の
転
機
・
芥
川
と
の
別
れ

昭
和
二
年
七
月
、
芥
川
龍
之
介
が
自
殺
し
た
。
師
と
し
て
尊
敬
し

て
い
た
芥
川
の
突
然
の
死
は
、
堀
に
と
っ
て
言
語
に
絶
す
る
シ
ョ
ッ

ク
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
堀
自
身
も
翌
年
一
月
、
再
度
肋
膜
炎
を
患
い

死
に
瀕
す
る
。
芥
川
の
死
、
自
ら
の
死
の
危
機
と
、
堀
に
と
っ
て
・
自

分
の
人
生
と
切
り
離
せ
な
い
死
を
見
つ
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

昭
和
四
年
一
月
に
は
「
芥
川
龍
之
介
論
」
、
二
月
「
無
器
用
な
天

使
」
、
昭
和
五
年
「
ル
ウ
ペ
ン
ス
の
偶
董
」
「
聖
家
族
」
等
と
作
品

を
発
表
し
て
い
る
。

同
作
家
と
し
て
の
充
実
期

堀
は
「
聖
家
族
」
脱
稿
後
ひ
ど
い
暗
血
を
し
、
床
に
つ
く
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
昭
和
二
十
年
の
終
戦
ま
で
の
聞
に
数
多
く
の
作
品
を

残
し
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ス
ト
へ
の
傾
倒
、
婚
約
者
矢
野
綾
子
・
養
父

松
吉
の
死
、
加
藤
多
恵
子
と
の
結
婚
と
様
々
な
出
来
事
の
中
で
「
美

し
い
村
」
「
風
立
ち
ぬ
」
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
「
菜
穂
子
」
「
大

和
路
・
信
濃
路
」
等
、
堀
作
品
の
中
で
も
代
表
的
作
品
を
多
く
発
表

し
た
。
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ま
た
、
昭
和
十
四
年
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
、
十
六
年
に
は
太
平

洋
戦
争
も
始
ま
り
、
昭
和
十
年
代
は
ま
さ
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。

同
戦
後

昭
和
二
十
年
、
終
戦
を
迎
え
る
。
堀
の
病
状
は
す
ぐ
れ
ず
、
昭
和



二
十
八
年
五
月
二
十
八
日
に
病
没
す
る
ま
で
の
九
年
間
で
作
品
ら
し

い
も
の
は
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
雪
の
上
の
足
跡
」

の
み
で
、
こ
れ
が
最
後
の
作
品
で
あ
っ
た
。

堀
の
生
き
た
時
代
は
、
三
度
の
戦
争
、
敗
戦
、
戦
後
と
ま
さ
に
激

動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
堀
の
作
品
に
は
そ
の
激
し
さ
は
感

じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
堀
の
文
学
観
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

第
二
章
で
は
、
そ
の
堀
の
文
学
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章
堀
の
文
学
観

第
一
節
言
説
に
表
わ
れ
た
る
文
学
観

堀
の
文
学
観
を
論
じ
る
場
合
、
特
に
重
要
な
こ
と
は
芥
川
龍
之
介

の
死
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
第
一
に
、
萩
原
朔
太
郎
の
第
二
詩
集

『
青
猫
』
や
西
欧
文
学
の
影
響
を
受
け
、
己
れ
の
目
指
す
文
学
を
模

索
し
て
い
た
堀
が
、
芥
川
の
死
と
直
面
す
る
事
に
よ
っ
て
、
自
己
の

文
学
観
の
開
眼
を
自
覚
す
る
姿
を
エ
ッ
セ
イ
・
随
筆
・
書
簡
を
通
し

て
論
ず
る
。

第
二
に
、
芥
川
の
死
を
契
機
と
し
て
、
自
己
の
文
学
観
を
確
立
し

た
堀
の
主
張
を
エ
ッ
セ
イ
等
か
ら
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

大
正
十
年
、
第
一
高
等
学
校
理
科
乙
類
に
入
学
し
た
堀
で
あ
っ
た

が
、
神
西
清
の
影
響
を
受
け
、
文
学
に
も
興
味
を
示
す
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
大
正
十
二
年
『
青
猫
』
に
巡
り
合
う
。
堀
は
『
青
猫
』

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
詩
と
い
ふ
も
の
の
存
在
を
知
り
」
、
一
時
は

「
そ
の
一
巻
さ
へ
あ
れ
ば
他
の
本
な
ど
は
い
ら
な
い
」
（
「
二
三
の

追
蹴
」
〉
程
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
堀
は
朔
太
郎
に
「
故
し
れ
ぬ

註

ω

思
慕
」
（
「
『
青
猫
』
の
こ
と
な
ど
」
）
を
抱
き
、
『
青
猫
』
か
ら

感
じ
る
朔
太
郎
の
現
実
で
の
虚
無
感
、
孤
独
さ
に
自
分
と
共
通
す
る

も
の
を
見
い
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
堀
は

『
青
猫
』
に
よ
っ
て
文
学
に
目
覚
め
、
文
学
を
介
し
て
人
生
を
探
究

し
て
い
く
事
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
私
は
一
番
何
に
な
り
た
が
っ
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
と
、
さ

う
い
ふ
萩
原
朔
太
郎
の
詩
の
も
っ
て
ゐ
る
も
の
を
散
文
の
領
域
に

種
展
さ
せ
た
、
哲
撃
的
な
内
容
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
や
う

な
情
絡
を
た
ぶ
ん
に
持
っ
た
エ
ッ
セ
イ
の
書
け
る
、
い
ま
ま
で
日

本
に
は
一
人
も
ゐ
な
か
っ
た
や
う
な

3
2’
℃
在
日
o
m
Z
O円
に
な

る
こ
と
だ
っ
た
。
（
前
掲
「
二
三
の
追
憶
」
）

こ
の
文
章
は
、
堀
の
文
学
的
指
針
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
堀

文
学
の
根
底
に
あ
る
、
人
生
的
問
題
の
追
究
と
い
う
態
度
を
見
い
出

す
こ
と
が
出
来
る
。

次
に
、
大
正
十
三
年
に
書
か
れ
た
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
注
目
し
た

自
S

ぃ
。
一
つ
は
「
快
適
主
義
」
と
題
す
る
も
の
で
、
こ
の
中
で
堀
は
、

苦
患
に
充
ち
た
人
生
を
ど
う
し
た
ら
快
適
に
過
ご
す
事
が
出
来
る
か

と
問
題
提
起
を
し
、
一
つ
の
解
答
を
出
し
て
い
る
。
赤
色
を
苦
患
、

白
色
を
快
適
と
し
、

ま
づ
赤
色
の
部
分
は
た
し
か
に
赤
い
と
認
め
る
、
そ
れ
か
ら
私
は
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白
い
檎
具
を
持
っ
て
き
て
そ
の
赤
色
の
部
分
ま
で
も
白
く
塗
り
代

へ
て

し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
苦
患
を
ご
ま
か
し
た
り
避
け

た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
苦
し
み
さ
え
自
分
の
中
で
楽
し
も
う
と
す

る
態
度
が
窺
え
る
。
こ
こ
に
、
激
し
さ
や
苦
し
さ
を
表
面
に
出
さ
な

い
堀
の
文
学
の
根
底
の
よ
う
な
も
の
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

苦
し
さ
（
赤
色
）
を
苦
し
い
（
赤
色
）
と
表
現
し
て
し
ま
う
私
小
説

へ
の
反
発
ゃ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
戦
争
文
学
の
よ
う
に
、
社
会

的
問
題
を
そ
の
醜
さ
や
激
し
さ
の
故
に
、
そ
の
ま
ま
文
学
の
世
界
に

持
ち
込
む
事
を
嫌
っ
た
後
年
の
堀
の
姿
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
十
四

故
山

年
後
に
書
か
れ
た
「
巻
頭
雪
巴
の
中
で
も
、
リ
ル
ケ
が
大
戦
当
時
沈

黙
を
守
っ
て
い
た
事
に
共
感
を
し
、
戦
争
を
扱
っ
た
作
品
に
し
て
も

大
戦
が
終
り
、
戦
争
文
学
の
氾
濫
が
終
っ
た
後
に
「
静
か
に
現
は
れ
」

る
の
が
本
当
の
文
学
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

在
日

も
う
一
つ
の
エ
ッ
セ
イ
は
「
第
一
散
歩
」
と
題
す
る
も
の
で
、
こ

こ
に
は
堀
の
俗
世
間
を
軽
蔑
す
る
態
度
と
、
自
分
の
哲
学
さ
え
あ
れ

ば
生
き
て
い
け
る
と
い
う
態
度
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
堀
の

強
さ
の
表
れ
で
あ
る
と
共
に
、
孤
独
感
も
感
じ
ら
れ
る
。

堀
の
文
学
の
最
も
根
底
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
が

発
表
さ
れ
た
頃
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
堀
は
同
人
雑
誌
に
習
作
的
作
品
を
多
く
発
表
す

る
よ
う
に
な
る
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
正
十
四
年
頃
よ
り
芥
川
の
影
響
で

メ
リ
メ
や
ス
タ
ン
ダ
l
ル
の
作
品
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
堀
は
、

以
後
西
欧
文
学
に
非
常
に
接
近
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
頃
の

堀
は
ス
タ
ン
ダ
！
ル
の
「
赤
と
黒
」
に
お
け
る
作
中
人
物
の
客
観
的

動
か
し
方
に
注
目
し
て
お
り
、
そ
の
計
算
法
を
学
ぶ
事
が
必
要
だ
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
大
正
十
五
年
頃
か
ら
は
コ
ク
ト
1
、

ア
ポ
リ
ネ
1
ル
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
作
品
に
も
親
し
み
始
め
た
。
堀
は
、

古
典
的
手
法
で
作
品
を
描
く
ラ
デ
ィ
ゲ
よ
り
も
、
変
幻
自
在
で
軽
妙

な
リ
ズ
ム
の
詩
を
書
き
、
そ
の
詩
と
散
文
を
融
合
さ
せ
、
詩
的
小
説

を
作
り
上
げ
た
コ
ク
ト
！
の

H

新
し
さ
H

に
よ
り
強
く
惹
か
れ
、
影

響
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
コ
ク
ト
ー
か
ら
小
説
を
書
く
に
あ
た
っ
て

の
計
算
法
や
技
法
を
学
ん
で
い
る
。
「
事
術
の
た
め
の
事
術
に
つ
い

司
」
の
中
の
「
僕
の
現
賓
主
義
」
と
い
う
テ
1
マ
の
中
で
、

コ
ク
ト
オ
が
言
ふ
や
う
に
「
員
の
現
賞
主
義
は
、
僕
ら
が
毎
日
嫡

れ
て
ゐ
る
た
め
に
最
早
や
機
械
的
に
し
か
見
な
く
な
っ
て
ゐ
る
事

物
を
、
そ
れ
を
始
め
て
見
る
か
の
や
う
な
、
新
し
い
角
度
を
も
っ

て
示
す
こ
と
に
あ
る
」
の
だ
。

と
述
べ
、
計
算
法
と
新
し
い
角
度
を
用
い
て
現
実
を
再
編
成
し
、
小

説
の
世
界
を
創
造
し
て
い
く
事
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

堀
は
、
大
正
十
五
年
四
月
頃
、
神
西
清
と
共
に
同
人
雑
誌
『
謹
巴

の
創
刊
を
計
画
し
て
い
た
。
し
か
し
、
神
西
は
同
人
間
の
文
学
的
方

向
の
違
い
を
心
配
し
、
堀
は
そ
ん
な
神
西
へ
励
ま
し
の
手
紙
を
送
っ
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て
い
る
。

同
人
雑
誌
は
必
ず
し
も
同
人
の
文
撃
的
立
場
の
一
致
の
上
に
立
た

な
く
て
も
い
い
。
（
中
略
）
君
の
事
術
が
濁
自
で
あ
り
得
た
な
ら

何
で
も
な
い
ぢ
ゃ
あ
な
い
か
。
（
大
正
十
五
年
四
月
二
十
五
日
付

書
簡
）

堀
自
身
、
当
時
『
山
繭
』
、
『
瞳
馬
』
と
い
う
同
人
雑
誌
に
参
加
し

て
い
た
わ
け
だ
が
、
西
欧
文
学
か
ら
新
し
い
文
芸
の
精
神
を
学
ん
で

い
こ
う
と
し
た
為
に
、
同
人
達
と
は
違
う
方
向
に
進
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
堀
の
独
自
さ
と
、
自
信
と
芯
の
強
さ
が
窺
え
る
。

ま
た
、
こ
の
大
正
末
期
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
盛
行
し
て
い
た

時
期
で
あ
り
、
『
腫
馬
』
の
同
人
達
も
次
々
と
左
傾
し
て
い
き
、
終

に
堀
一
人
が
残
っ
た
。
堀
は
、
自
分
の
求
め
る
文
学
が
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
よ
う
な
激
し
い
文
学
で
な
い
事
を
す
で
に
梧
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
文
学
で
あ
る
の
か
は
、
堀
自
身
ま
だ

確
信
し
き
れ
ず
に
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
ん
な
堀
に
危
機
が
訪
れ
た
。
昭
和
二
年
七
月
の
芥
川

の
自
殺
は
、
堀
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
お
互
い
の
価
値
観
や
性

質
に
共
通
点
を
見
い
出
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
芥
川
は
、
西
欧

文
学
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
堀
の
良
き
理
解
者
、
宇
著
者
で
も
あ
っ
た
。

堀
は
芥
川
の
悲
劇
の
原
因
を
早
急
に
突
き
止
め
る
事
を
望
ん
だ
。
昭

和
四
年
一
月
に
「
芥
川
龍
之
介
論
」
を
書
き
、
堀
は
自
分
な
り
の
解

答
を
・
出
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
堀
の
中
に
芥
川
が
あ
ま
り
に
深

く
根
を
下
ろ
し
て
い
た
為
、
芥
川
を
見
つ
め
る
事
に
よ
っ
て
自
分
自

身
を
も
冷
静
に
見
つ
め
る
結
果
と
な
っ
た
事
に
注
意
し
た
い
。
堀
は

そ
の
事
を
同
論
で
、

彼
の
死
そ
の
も
の
を
も
っ
て
、
僕
の
眼
を
最
も
よ
く
開
け
て
く
れ

た。

と
受
け
止
め
、
『
青
猫
』
に
次
い
で
自
己
の
文
学
観
の
開
眼
を
直
覚

し
た
の
で
あ
っ
た
。
両
論
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
芥
川
の
悲
劇
の

原
因
を
要
約
す
る
と
次
の
二
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
第
一
に
、

芥
川
の
性
格
。
芥
川
は
己
れ
の
弱
さ
を
世
間
に
見
せ
ま
い
と
し
、
冷

酷
な
心
を
持
ち
た
い
と
熱
望
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
弱
さ
を
心

の
中
に
隠
す
事
が
出
来
れ
ば
出
来
る
程
、
却
っ
て
そ
の
弱
さ
に
芥
川

自
身
が
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

第
二
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
、
愛
し
、
理
解
し
よ
う
と
し
た

「
雑
駁
さ
」
の
調
和
が
破
れ
た
事
に
あ
る
。

後
年
堀
は
「
ぼ
く
は
芥
川
さ
ん
と
正
反
対
な
や
り
方
を
し
よ
う
と

世

m

決
心
し
て
生
き
て
き
た
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
堀
は
芥

川
の
挫
折
を
見
つ
め
、
そ
の
正
反
対
の
生
き
方
に
文
堂
者
と
し
て
の

活
路
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

堀
は
「
芥
川
龍
之
介
論
」
発
表
後
、
自
己
の
文
学
観
を
主
張
す
る

エ
ッ
セ
イ
を
多
く
発
表
し
た
。
そ
の
時
期
は
昭
和
田
、
五
年
頃
に
集

中
す
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
堀
の
行
動
や
エ
ッ

セ
イ
に
は
、
芥
川
の
死
を
契
機
と
し
て
確
立
し
た
文
学
観
が
示
さ
れ
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て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
西
欧
文
学
に
傾
倒
し
て
い
た
堀
は
、
大
正
末

期
頃
か
ら
コ
ク
ト
l
の
新
し
さ
に
惹
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
芥
川

の
死
を
契
機
と
し
て
「
雑
駁
さ
」
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
堀
は
、

主
題
を
じ
っ
く
り
追
究
す
る
本
格
的
な
長
編
小
説
を
書
こ
う
と
意
図

し
は
じ
め
て
い
た
。
昭
和
四
年
八
月
三
十
日
付
の
日
記
に
次
の
よ
う

に
書
き
記
し
て
い
る
。

我
々
ハ
《
ロ
マ
ン
》
ヲ
書
カ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
。

《
ロ
マ
ン
》
と
は
、
筋
の
整
っ
た
、
本
格
的
な
長
編
小
説
の
意
味
で

あ
る
。
芥
川
の
死
後
、
己
れ
の
文
学
観
を
確
立
し
た
堀
の
最
初
の
決

意
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
周
年
十
月
に
『
文
筆
』
を
創
刊
す
る

わ
け
だ
が
、
創
刊
の
目
的
を
九
月
七
、
八
日
付
の
『
讃
賢
新
聞
に
、

文
学
界
の
過
渡
期
に
お
い
て
「
文
撃
の
正
嘗
な
方
向
を
」
与
え
る
事

に
あ
る
と
発
表
し
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
見
向
き
も
し
な
か
っ

た
堀
が
漸
く
動
き
出
し
、
己
れ
の
文
学
観
を
小
説
の
中
で
表
わ
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
西
欧
文
学
が
「
大
き
な
助
力
を
し
て

く
れ
る
に
違
ひ
な
い
」
と
確
信
し
、
堀
は
《
ロ
マ
ン
》
を
書
く
た
め

の
手
法
を
、
特
に
レ
l
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
の
古
典
的
手
法
か
ら
学
び

取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
デ
ィ
ゲ
の
作
品
は
古
典
主
義
的
傾
向
が
強
く
、

説

的ネ
ス
ク
」
な
分
析
的
小
説
を
書
い
て
い
る
。
主
人
公
ら
の
愛
や
欲
望

は
計
算
化
さ
れ
、
背
徳
や
恋
愛
の
中
に
も
秩
序
が
あ
り
、
所
謂
詩
的

「
心
理
が
ロ
マ

小
説
と
は
類
を
異
に
す
る
。
堀
は
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
作
品
の
中
で
特
に

「
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
の
舞
踏
会
」
に
惹
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、

す
で
に
夫
の
い
る
マ
オ
と
青
年
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
純
粋
な
愛
を
描
い
た

作
品
で
あ
る
。
二
人
は
罪
を
お
か
さ
ぬ
為
に
無
意
識
の
う
ち
に
己
れ

を
偽
る
。
こ
の
無
意
識
の
心
理
を
巧
み
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

題
材
と
し
て
は
平
凡
で
事
件
性
の
な
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
堀
は
こ
の
作
品
に
深
く
感
動
し
、
「
純
粋
な
、
そ
し
て
露
骨
な

く
ら
ゐ
の
心
理
解
制
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
「
ご
く
普
通
な
感

情
の
特
異
さ
」
と
、
こ
の
作
品
が
少
し
の
告
白
も
な
い
す
べ
て
が
虚

構
に
属
す
る
小
説
、
つ
ま
り
「
純
粋
な
小
説
」
（
「
レ
エ
モ
ン
：
フ

ジ
イ
舟
」
）
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
原
因
を
見
い
出
し
て
い
る
。
ま
た
、

此
の
小
説
が
一
番
僕
を
打
っ
た
の
は
、
作
者
の
異
常
な
手
腕
に
よ

っ
て
虚
構
さ
れ
た
人
間
吐
舎
の
生
き
た
カ
ラ
ク
り
だ
。
（
「
小
説

の
危
欄
」
）
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と
も
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
堀
は
す
で
に
コ
ク
ト
ー
か

ら
現
実
の
再
編
成
に
よ
る
作
品
世
界
の
創
造
を
学
ん
で
い
た
が
、
ラ

デ
ィ
ゲ
の
内
に
も
そ
れ
を
認
め
、
驚
嘆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
ゲ
の
古
典
的
手
法
や
、
以
前
コ
ク
ト
ー
か
ら

学
ん
だ
技
法
を
取
り
入
れ
、
堀
は
《
ロ
マ
ン
》
を
書
く
決
意
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
ぐ
ら
ゐ
、
詩
が
小
説
の
中
に
割
込
ん
で
き
て
ゐ
る
時
代
は
あ

（
中
略
）
し
か
し
、
小
説
を
小
説
で
あ
ら
し
め
る
た
め

る
ま
い
。



に
は
、
さ
う
い
ふ
混
合
を
も
出
来
る
だ
け
避
け
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
（
中
略
）

だ
が
、
小
説
を
書
く
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
そ
れ

に
は
も
っ
と
複
雑
な
精
紳
作
用
が
百
パ
ア
セ
ン
ト
の
虚
構
が
必
要

だ
。
よ
い
小
説
と
は
言
は
ぱ
「
嘘
か
ら
出
た
員
賓
」
だ
。
（
中
略
）

小
説
を
書
く
以
上
は
、
か
か
る
停
統
的
な
法
則
に
従
ふ
よ
り
他
は

な
い
。
（
前
掲
「
小
説
の
危
機
」
）

こ
の
よ
う
に
芥
川
の
死
を
契
機
と
し
て
自
己
の
文
学
観
を
確
立
し

た
堀
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
重
点
は
《
ロ
マ
ン
》
を
書
く
事
に
置
か

れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
《
ロ
マ
ン
》
を
書
く
為
に
は
「
侍
統
的
な
法

則」

H
詩
と
小
説
の
分
離
、
凡
て
が
虚
構
の
作
品
世
界
の
創
造
、
が

必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
等
で
は
述
べ
て
い
な

い
が
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
巧
み
な
心
理
分
析
に
驚
嘆
し
て
い
る
点
ゃ
、
恋

愛
感
情
等
を
心
理
分
析
す
る
小
説
が
最
も
伝
統
的
で
あ
る
点
を
考
慮

す
れ
ば
、
堀
の
念
頭
に
心
理
小
説
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
、
《
ロ
マ
ン
》

を
書
く
前
提
と
し
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
侍
統
的
な
法

則
」
に
従
い
な
が
ら
も
、
そ
の
手
法
に
は
新
し
い
技
法
を
用
い
る
。

そ
れ
が
堀
の
確
立
し
た
文
学
観
で
あ
っ
た
。
新
し
い
技
法
と
は
、
作

中
人
物
を
客
観
的
に
動
か
す
計
算
法
と
、
現
実
を
再
編
成
す
る
「
新

し
い
角
度
」
を
用
い
て
、
強
靭
な
作
品
涯
界
を
創
造
す
る
事
で
あ
っ

た。
堀
は
、
こ
の
よ
う
な
文
学
観
の
独
自
さ
や
、
西
欧
文
学
に
学
ぼ
う

と
す
る
姿
勢
故
に
、
文
壇
で
は
異
端
者
扱
い
さ
れ
て
い
た
。
前
述
し

た
『
文
撃
』
創
刊
に
し
て
も
、
当
時
の
文
壇
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
、
私
小
説
の
偏
重
に
対
す
る
抗
議
で
あ

り
、
そ
の
風
当
り
は
非
常
に
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文

壇
の
風
潮
に
流
さ
れ
る
事
な
く
、
己
れ
の
信
じ
る
道
を
進
ん
で
い
こ

う
と
し
た
堀
に
本
当
の
強
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
事
か
ら
、
堀
の
言
説
に
表
わ
れ

て
い
る
文
学
観
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

堀
の
文
学
の
根
底
に
は
、
文
学
を
介
し
て
人
生
的
問
題
を
探
究
す

る
事
と
、
人
生
の
苦
し
さ
や
人
閣
の
醜
さ
を
そ
の
ま
ま
文
学
の
世
界

に
持
ち
込
む
事
を
嫌
う
堀
の
姿
勢
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

上
に
芥
川
の
死
を
契
機
と
し
て
確
立
し
た
文
学
観
が
築
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
堀
は
西
欧
文
学
に
傾
倒
し
、
コ
ク
ト
ー
か
ら
作
中
人
物
を

描
く
計
算
法
と
、
現
実
の
再
編
成
の
方
法
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
芥

川
の
死
後
《
ロ
マ
ン
》
を
書
く
事
を
決
意
し
た
堀
は
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の

古
典
的
手
法
を
取
り
入
れ
、
《
ロ
マ
ン
》
を
書
く
為
に
は
次
の
三
点

が
必
要
で
あ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
凡
て
が
虚
構
で

あ
る
作
品
世
界
の
創
造
。
そ
の
為
に
は
コ
ク
ト
！
、
ラ
デ
ィ
ゲ
か
ら

学
ん
だ
技
法
を
用
い
る
。

第
二
に
、
詩
と
小
説
の
分
離
。

第
三
に
、
心
理
小
説
を
基
本
ス
タ
イ
ル
と
す
る
。

以
上
が
、
堀
の
確
立
し
た
文
学
観
で
あ
っ
た
。
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第
二
節
作
品
に
表
わ
れ
た
る
文
学
観

第
一
節
で
は
、
堀
の
言
説
に
表
わ
れ
て
い
る
文
学
観
に
つ
い
て
論

じ
て
き
た
が
、
第
二
節
で
は
、
こ
の
文
学
観
が
作
品
に
ど
の
よ
う
に

表
わ
れ
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
「
無
器
用

な
天
使
」
「
ル
ウ
ペ
ン
ス
の
偶
董
」
「
聖
家
族
」
の
三
作
品
を
取
り

上
げ
て
み
た
い
。

堀
の
文
学
観
を
探
る
上
で
、
特
に
芥
川
の
死
が
重
要
で
あ
る
事
は

第
一
節
で
も
述
べ
た
が
、
作
品
を
論
じ
る
上
で
も
そ
の
点
を
考
慮
し

た
い
。
芥
川
の
死
後
、
最
初
に
発
表
さ
れ
た
作
品
は
「
無
器
用
な
天

使
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
カ
フ
ェ
や
喧
騒
な
ジ
ャ
ズ
や
女
達
に

象
徴
さ
れ
る
都
会
風
俗
の
世
界
を
舞
台
と
し
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
る
僕
と
カ
フ
ェ
・
シ
ャ
ノ
ア
ル
の
女
と
横
の
恋
愛
模
様
を
「
僕
」

の
目
を
通
し
て
描
い
た
心
理
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
モ
デ
ル

が
存
在
し
、
「
僕
」
は
堀
自
身
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
「
僕
」
の
目
だ
け
を
通
し
て
、
カ
フ
ェ
・
シ
ャ

ノ
ア
ル
の
女
や
横
の
心
理
を
描
こ
う
と
す
る
堀
の
意
図
が
窺
え
る
。

僕
は
も
は
や
僕
が
彼
女
の
眼
を
通
し
て
し
か
世
界
を
見
ょ
う
と
し

な
い
の
に
気
づ
く
。

ま
た
、僕

は
も
う
、
僕
の
中
に
も
つ
れ
合
っ
て
ゐ
る
二
つ
の
心
は
、
ど
ち

ら
が
僕
の
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
が
彼
女
の
で
あ
る
か
、
見
分
け
る

こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
の
よ
う
な
表
現
で
僕
と
彼
女
の
同
化
を
強
調
し
、
あ
た
か
も
「
僕
」

が
感
じ
て
い
る
事
は
、
実
は
彼
女
も
感
じ
て
い
る
事
な
の
だ
と
思
わ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
同
化
を
利
用
し
、
「
僕
」
の

目
を
通
し
て
彼
女
の
心
理
を
も
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
棋

と
「
僕
」
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
の
事
が
言
え
る
。
ま
た
、
「
僕
」

自
身
の
心
理
も
、

し
か
し
僕
は
さ
う
い
ふ
自
分
自
身
の
表
面
か
ら
も
僕
が
非
常
に
遠

ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
内
部
で
の
二
人
の
自
分
の
章
一
離
と
い
う
複
雑

な
心
理
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
理
の
描
き
方
は
、

心
理
の
複
雑
さ
、
難
解
さ
ば
か
り
が
目
立
ち
、
作
品
を
不
明
瞭
で
暖

昧
な
も
の
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
カ
フ
ェ
・
シ
ャ
ノ
ア
ル
の
女
は
内

気
で
純
情
、
ジ
ジ
・
パ
ア
の
女
は
積
極
的
で
魅
惑
的
と
対
比
さ
せ
、

欲
望
に
惑
わ
さ
れ
る
青
年
の
心
理
も
描
い
て
い
る
。
カ
フ
ェ
・
シ
ャ

ノ
ア
ル
の
女
の
表
情
を
「
神
々
し
い
」
と
表
現
し
て
い
る
点
に
も
注

意
し
た
い
。

「
無
器
用
な
天
使
」
は
、
僕
だ
け
の
目
を
通
し
て
作
品
を
描
こ
う

と
し
た
り
、
堀
の
実
体
験
の
感
情
の
複
雑
さ
を
そ
の
ま
ま
に
描
き
過

ぎ
た
為
、
堀
の
「
苦
し
げ
な
生
の
あ
へ
ぎ
」
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
と

な
っ
て
い
る
。
堀
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
凡
て
が
虚
構
の
作
品
世

界
を
創
造
す
る
事
に
失
敗
し
た
。

し
か
し
、
詩
と
散
文
を
融
合
さ
せ
た
新
し
い
作
品
と
し
て
は
み
る
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べ
き
も
の
が
あ
る
。

ジ
ャ
ズ
が
僕
の
感
費
の
上
に
生
ま
の
肉
を
投
げ
つ
け
る
。

「
無
器
用
な
天
使
」
を
読
み
始
め
る
と
、
い
き
な
り
こ
の
よ
う
な
感

覚
的
表
現
に
ぶ
つ
か
る
。
ま
た
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
即
物
化
す

る
事
に
よ
っ
て
、
鮮
や
か
に
浮
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
描
写
も
多

く
み
ら
れ
、
堀
は
、
詩
的
感
覚
を
小
説
の
中
に
持
ち
込
み
、
テ
ン
ポ

の
良
い
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
詩
的
小
説
を
書
い
た
コ

ク
ト
！
の
影
響
が
窺
え
る
。
こ
の
作
品
は
、
詩
的
文
体
の
新
し
さ
と

堀
の
感
覚
の
鋭
さ
に
よ
っ
て
、
文
壇
で
注
目
さ
れ
た
。

「
無
器
用
な
天
使
」
で
は
、
実
体
験
の
感
情
を
作
品
世
界
の
中
で

造
形
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
り
、
詩
的
表
現
を
多
用
し
て
い
る
点

に
堀
の
文
学
観
が
窺
え
る
。
ま
た
、
女
の
表
情
を
「
神
々
し
い
」
と

表
現
し
て
い
る
点
に
も
同
様
の
事
が
き
7
4る
。
し
か
し
、
第
一
節
で

述
べ
た
よ
う
な
文
学
観
に
沿
っ
た
作
品
と
は
雪
守
え
な
い
。
堀
自
身
は
、

こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
分
も
何
か
新
し
い
型
の
小
説
を
試
み
た
い
と
大
い
に
意
気
込
ん

だ
が
（
中
略
）
充
分
に
小
説
的
な
展
開
が
出
来
ず
、
た
だ
そ
の
主

人
公
の
苦
し
げ
な
生
の
あ
へ
ぎ
だ
け
の
感
ぜ
ら
れ
る
や
う
な
も
の

主
働

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
「
「
聖
家
族
」
あ
と
が
封
」
）

堀
も
作
品
の
失
敗
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
を
「
あ
ま
り
に
員

賓
を
信
用
し
す
ぎ
た
」
（
「
僕
は
僕
自
身
の
作
品
に
つ
い
叩
」
）
こ

と
に
見
い
出
し
て
い
る
。
「
員
賓
」
と
は
人
間
の
感
情
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
「
何
よ
り
も
先

づ
、
員
賓
の
新
し
い
計
算
法
を
饗
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
同

前
）
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
「
ル
ウ
ペ
ン
ス
の
偶
董
」
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
官
聞
は
、

昭
和
二
年
二
月
に
前
半
部
分
を
発
表
し
た
後
、
三
年
以
上
の
月
日
を

経
て
後
半
部
分
が
加
え
ら
れ
漸
く
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
軽
井
沢
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
青
年
が
秘
か
に
「
ル

ウ
ペ
ン
ス
の
偶
董
」
と
名
付
け
愛
し
た
娘
と
の
関
係
が
思
い
通
り
に

進
展
し
な
い
ま
ま
、
も
う
一
人
の
令
嬢
の
華
や
か
な
美
し
さ
に
魅
せ

ら
れ
る
。
こ
の
二
人
の
幻
像
が
、
青
年
の
満
た
さ
れ
ぬ
感
情
の
い
ら

立
ち
の
中
で
交
錯
す
る
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
も

モ
デ
ル
が
存
在
し
、
夫
人
は
片
山
広
子
、
娘
は
同
総
子
、
青
年
は
堀

自
身
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
大
正
十
四
年
夏
の
軽
井
沢
滞
在
の
事

を
小
説
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
堀
が
総
子
に
特
別
な
感
情
を
抱
い

て
い
た
事
は
明
ら
か
で
、
そ
の
感
情
が
作
品
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。

堀
は
、
こ
の
感
情
を
作
品
世
界
の
中
で
い
か
に
造
形
化
す
る
か
と
い

う
事
を
意
図
し
て
い
た
。

堀
は
作
品
の
中
で
「
僕
」
「
私
」
と
い
う
存
在
を
消
し
、
「
彼
」

「
彼
女
」
の
目
を
通
し
て
、
よ
り
客
観
的
に
作
品
を
描
こ
う
と
し
て

い
る
。
作
品
の
前
半
部
分
で
は
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
言

・えヲ令。
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彼
は
何
を
思
っ
た
の
か
自
分
で
も
分
ら
ず
に
、
径
の
そ
ば
の
草
叢



の
中
に
身
を
か
く
し
た
。

彼
女
は
ま
だ
庭
園
の
中
に
ゐ
た
。
彼
女
は
さ
っ
き
振
り
か
へ
っ
た

と
き
に
彼
が
自
分
の
後
か
ら
来
る
の
を
見
た
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
作
品
で
も
「
無
器
用
な
天
使
」
と
同
様
に
、
彼
女
と

正
反
対
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
彼
女
は
お
か
し
が
た
い
偶
様
、

令
嬢
は
あ
る
種
肉
感
的
な
対
象
と
し
て
描
か
れ
、
精
神
と
肉
体
の
聞

で
揺
れ
動
く
青
年
の
微
妙
な
心
理
が
描
き
曲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

肉
感
的
な
も
の
に
触
れ
た
彼
は
、

そ
の
く
ら
や
み
の
中
に
一
人
き
り
取
残
さ
れ
な
が
ら
鏡
味
の
悪
い

く
ら
ゐ
に
昂
奮
し
だ
し
た
。
彼
は
死
ん
で
も
い
い
と
さ
へ
思
っ
た
。

と
い
う
よ
う
な
表
現
で
、
却
っ
て
堀
の
「
苦
し
げ
な
生
へ
の
あ
へ
ぎ
」

を
感
じ
さ
せ
る
。

「
ル
ウ
ペ
ン
ス
の
偶
董
」
に
は
、
強
靭
な
作
ロ
蒋
界
を
創
造
す
る

と
い
う
堀
の
文
学
観
が
表
れ
て
い
る
が
、
作
中
人
物
を
最
後
ま
で
客

観
的
に
描
く
事
も
、
自
分
の
感
情
を
う
ま
く
造
形
化
す
る
事
も
出
来

ず
、
結
局
失
敗
し
て
い
る
。
ま
た
、
軽
井
沢
を
舞
台
と
し
、
作
中
人

物
に
生
活
感
が
な
い
事
ゃ
、
恋
愛
を
主
題
と
し
て
心
理
分
析
を
し
た

り
、
詩
的
表
現
が
み
ら
れ
な
い
点
に
も
堀
の
文
学
観
が
窺
え
る
。
し

か
し
、
第
一
節
で
述
べ
た
文
学
観
に
完
壁
に
沿
う
作
品
で
は
な
い
。

最
後
に
「
聖
家
族
」
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
作
品
は
「
ル
ウ
ペ

ン
ス
の
偶
警
と
同
じ
青
年
、
母
娘
と
い
う
人
物
構
成
に
、
芥
川
が

死
ん
だ
九
鬼
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
九
鬼
の
死
を
抽
と
し
て
扇
理
、

細
木
夫
人
、
絹
子
の
愛
の
心
理
を
描
き
、
そ
の
苦
し
み
の
過
程
を
通

し
て
生
に
目
覚
め
る
肩
理
の
姿
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

「
聖
家
族
」
は
、
九
鬼
の
葬
式
の
途
中
で
、
細
木
夫
人
と
肩
理
が

再
会
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
細
木
夫
人
は
肩
理
を
「
九
鬼
を
裏
返

し
た
や
う
な
青
年
」
と
感
じ
る
。
一
騎
理
は
細
木
夫
人
が
九
鬼
に
宛
て

た、
｜
｜
ど
ち
ら
が
相
手
を
よ
り
多
く
苦
し
ま
す
こ
と
が
出
来
る
か
私

た
ち
は
試
し
て
見
ま
せ
う
。

と
い
う
手
紙
の
事
を
知
っ
て
い
た
為
、
よ
り
深
い
気
持
ち
で
細
木
夫

人
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
女
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
な
硬
い

心
が
、
九
鬼
の
硝
子
の
よ
う
な
柔
か
い
心
を
傷
つ
け
た
で
あ
ろ
う
事

を
察
知
す
る
。
こ
こ
で
堀
は
、
肩
理
・
細
木
夫
人
の
心
理
を
そ
れ
ぞ

れ
に
語
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
母
の
眼
を
通
し
て
し
か
物
事
を
見
な

か
っ
た
絹
子
も
、
一
扇
理
と
出
会
う
事
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
。

彼
女
は
い
つ
し
か
自
分
の
眼
を
通
し
て
肩
理
を
見
つ
め
だ
し
た
。

こ
の
文
章
で
、
絹
子
の
目
も
通
し
て
作
品
を
描
こ
う
と
い
う
堀
の
意

図
が
読
み
取
れ
る
。
細
木
夫
人
と
絹
子
の
感
情
が
混
合
す
る
事
を
未

然
に
防
い
だ
為
、
そ
の
後
の
二
人
の
心
理
は
非
常
に
明
断
に
描
き
曲

さ
れ
て
い
る
。

や
が
て
、
肩
理
と
穆
ず
に
愛
が
芽
生
え
る
が
「
す
こ
し
も
無
づ
か

ず
」
、
「
殆
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
二
人
の

愛
は
無
意
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
よ
り
深
い
深
層
心
理
の
世
界
と
し
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て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
崩
理
は
穆
丁
へ
の
愛
の
徴
候
を
、

彼
の
乱
雑
な
生
き
方
の
せ
い
で
、
そ
れ
を
倦
怠
か
ら
派
生
し
た
も
の

と
理
解
す
る
。
そ
し
て
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
硝
子
を
傷
つ
け
る
」
と

い
う
原
理
を
思
い
出
し
、
九
鬼
の
よ
う
に
傷
つ
け
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、

自
ら
絹
子
か
ら
離
れ
、
旅
に
出
る
。

こ
の
作
品
は
、
一
崩
理
が
「
九
鬼
を
裏
返
し
た
や
う
な
青
年
」
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
事
に
す
べ
て
帰
す
る
。
細
木
夫
人
は
そ
の
事
に
最

初
に
気
付
き
、
絹
子
も
無
意
識
の
う
ち
に
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
扇
理
は
旅
に
出
て
漸
く
、
九
鬼
が
絶
え
ず
自
分
の
裏
に
生
き
て
い
て
、

自
分
を
支
配
し
て
い
る
事
に
気
付
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

事
に
気
付
か
な
か
っ
た
事
が
自
分
の
「
生
の
乱
雑
さ
」
の
原
因
で
あ
っ

た
の
を
初
め
て
理
解
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
肩
理
は
、
自
分
の
生
の

ょ
こ
い
と

中
に
緯
の
よ
う
に
織
り
混
ざ
っ
て
い
る
九
鬼
の
死
の
影
を
認
識
す
る

た
て
い
と

こ
と
に
よ
っ
て
、
経
の
如
き
生
（
死
の
裏
側
に
あ
る
生
）
を
感
じ
て

い
く
の
で
あ
る
。
肩
理
の
新
た
な
出
発
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
同
時

に
、
芥
川
の
死
か
ら
立
ち
上
が
る
堀
の
姿
を
も
見
い
出
す
事
が
出
来

る。
堀
は
、
肩
理
・
細
木
夫
人
・
絹
子
の
三
人
の
目
を
通
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
心
理
を
描
く
事
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
為
三
人
の
心
理
が

明
断
で
分
か
り
易
い
。
堀
は
客
観
的
方
法
に
よ
っ
て
作
中
人
物
を
動

か
す
事
が
出
来
た
と
言
え
る
。
こ
れ
が
「
無
器
用
な
天
使
」
で
の
失

敗
を
生
か
し
、
獲
得
し
た
「
異
賓
の
新
し
い
計
算
法
」
で
あ
る
。
ま

た
、
作
品
か
ら
詩
的
表
現
や
詩
的
な
捉
え
方
も
除
い
て
い
る
。
堀
は

「
聖
家
族
」
に
お
い
て
初
め
て
、
凡
て
が
虚
構
で
あ
る
作
品
世
界
の

創
造
、
詩
と
小
説
の
分
離
と
い
う
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
文
学
観

を
、
作
品
の
上
で
実
現
す
る
事
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
愛
・

生
と
死
を
主
題
に
し
て
い
る
点
か
ら
も
堀
の
文
学
観
が
窺
え
る
。
ま

た
、
作
中
人
物
の
生
活
感
の
な
さ
に
も
注
目
し
た
い
。

以
上
、
「
無
器
用
な
天
使
」
「
ル
ウ
ペ
ン
ス
の
偶
讐
「
聖
家
族
」

の
三
作
品
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
作
品
に
表

わ
れ
て
い
る
文
学
観
を
み
て
い
き
た
い
。
第
一
に
、
三
作
品
と
も
堀

の
実
体
験
を
小
説
化
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
て
い
る
点
に
、
堀
の
文
学

観
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
完
全
に
小
説
化
に
成
功
し
た
作
品
は
「
聖

家
族
」
だ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
愛
・
生
・
死
を
主
題
と
し
て
心
理
を
描
い
た
点
に
、
文

学
を
介
し
て
人
生
的
問
題
を
探
究
し
よ
う
と
い
う
堀
の
文
学
観
が
窺

え
る
。
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第
三
に
、
作
品
中
で
女
を
「
紳
々
し
い
」
と
表
現
し
た
り
、
作
中

人
物
に
生
活
感
が
な
い
点
に
、
苦
し
き
ゃ
醜
さ
を
そ
の
ま
ま
小
説
に

持
ち
込
む
事
を
嫌
っ
た
堀
の
態
度
、
私
小
説
歪
応
の
態
度
が
窺
え
る
。

し
か
し
、
「
無
器
用
な
天
使
」
で
は
カ
フ
ェ
・
パ
ア
が
舞
台
と
な
っ

て
い
る
為
、
俗
っ
ぽ
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

第
四
に
、
「
無
器
用
な
天
使
」
で
は
詩
的
表
現
が
多
用
さ
れ
新
し

い
小
説
と
し
て
成
功
し
た
が
、
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偶
責
」
「
聖
家
族
」



で
は
詩
的
要
素
は
取
り
除
か
れ
て
い
る
点
に
堀
の
文
学
観
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
文
学
観
と
の
関
連
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
文
学
観
を
作
品
の
上
で
実
現
さ
せ
る
事
が
出
来
た
の
は

「
聖
家
族
」
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
堀
の
文
学
の
最
重
点
の
《
ロ

マ
ン
》
を
書
く
事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
聖
家
族
」
は
完
壁
な
《
ロ

マ
ン
》
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
《
ロ
マ
ン
》
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ

l

ル
と
言
う
事
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
聖
家
族
」

は
、
新
し
い
堀
文
学
の
第
一
歩
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

結最
後
に
、
第
一
章
、
第
二
章
を
振
り
返
り
な
が
ら
堀
辰
雄
の
文
学

観
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

ま
ず
、
堀
の
文
学
の
根
底
を
支
え
て
い
る
文
学
観
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。
第
一
に
、
文
学
を
介
し
て
人
生
的
問
題
を
探
究
す
る
事
。
堀

の
作
品
が
生
と
死
、
愛
の
問
題
を
多
く
扱
っ
て
い
る
の
は
こ
の
文
学

観
に
よ
る
。
特
に
生
と
死
の
問
題
は
、
母
や
芥
川
の
死
、
堀
自
身
の

死
の
危
機
と
、
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
人
生
の
苦
し
さ
や
人
間
の
醜
さ
を
そ
の
ま
ま
文
学
の
世

界
に
持
ち
込
ま
な
い
事
。
作
中
人
物
の
生
活
感
、
俗
っ
ぽ
さ
の
な
さ

や
、
堀
の
私
小
説
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
戦
争
文
学
の
否
定
も
こ

の
文
学
観
に
よ
る
。

次
に
、
芥
川
の
死
を
契
機
と
し
て
確
立
し
た
文
学
観
つ
い
て
言
え

ば
、
堀
は
芥
川
の
死
を
見
つ
め
る
事
に
よ
っ
て
、
主
題
を
じ
っ
く
り

追
究
す
る
為
の
《
ロ
マ
ン
》
、
つ
ま
り
本
格
的
な
長
編
小
説
を
書
く

事
に
作
家
と
し
て
の
活
路
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
《
ロ

マ
ン
》
を
書
く
為
に
は
、
次
の
三
点
が
必
要
で
あ
る
事
を
西
欧
文
学

か
ら
学
ん
だ
。

付
凡
て
が
虚
構
で
あ
る
作
品
世
界
の
創
造

臼
詩
と
小
説
の
分
離

同
心
理
小
説
を
基
本
ス
タ
イ
ル
と
す
る

堀
は
、
《
ロ
マ
ン
》
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
為
に
は
こ

の
三
つ
の
手
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
文
学
観
を
確

立
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
学
観
を
作
品
の
中
で
う
ま
く
生
か
す
事
が
な
か

な
か
出
来
ず
、
堀
は
苦
し
ん
だ
。
そ
し
て
、
芥
川
の
死
後
三
年
以
上

の
月
日
を
経
て
発
表
さ
れ
た
「
聖
家
族
」
に
お
い
て
、
堀
の
努
力
が

漸
く
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
芥
川
の
死
を
契
機
と
し
て
確
立
し
た

文
学
観
に
沿
う
「
聖
家
族
」
を
書
き
上
げ
た
事
に
よ
っ
て
、
一
作
家

と
し
て
も
新
た
な
出
発
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
聖
家

族
」
は
、
堀
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
作
品
で
あ
る
。

堀
の
文
学
観
は
、
西
欧
文
学
に
文
芸
の
精
神
と
技
法
を
学
び
、
芥

川
の
死
を
乗
り
越
え
て
漸
く
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
確
立
ま
で
の

道
の
り
は
険
し
く
、
目
指
す
方
向
の
独
自
さ
故
に
文
壇
や
世
聞
か
ら
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は
認
め
て
も
ら
え
ず
、
孤
独
と
の
闘
い
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

ん
な
孤
独
の
中
で
も
、
己
れ
の
信
じ
る
方
向
に
独
自
の
文
学
観
を
築

き
上
げ
た
堀
に
、
本
当
の
強
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、

そ
ん
な
苦
し
さ
を
作
品
の
中
に
微
塵
も
表
わ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
堀

の
姿
勢
に
筆
者
は
驚
嘆
す
る
。

従
来
、
堀
は
そ
の
作
品
の
表
面
的
特
徴
か
ら
、
甘
美
な
感
傷
的
作

家
、
叙
情
的
作
家
と
い
う
見
方
を
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
背
景
に
あ
っ
た
彼
の
文
学
観
の
軌
跡
を
実
証
し
た
今
、
そ
れ
が

表
面
的
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ

’つ。
註

1
、
初
出
誌
未
詳
の
為
、
本
論
で
は
『
堀
辰
雄
会
集
第
四
巻
』
筑
摩
書

房
版
に
依
る
。

2
、
『
一
萩
原
期
太
郎
一
全
集
第
二
一
巻
』
（
昭
十
九
・
二
・
十
小
皐
館
刊
）

の
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

3
、
『
校
友
舎
雑
誌
』
第
二
百
九
十
九
号
（
大
十
三
・
十
・
二
十
八
刊
）

4
、
『
文
事
』
第
五
巻
十
号
（
昭
十
二
・
十
・
一
刊
）

5

、3
と
同
じ

6
、
宗
潮
』
第
二
十
七
巻
二
号
（
昭
五
・
二
・
一
刊
）

7
、
「
堀
辰
雄
｜
一
つ
の
感
謝
」
中
村
真
一
郎
（
『
新
潮
』
昭
五
十
四
・

五
月
号
）

8
、
『
文
曲
学
』
第
四
号
〈
昭
五
・
二
・
一
発
行
）
第
一
書
慶
版

9
、
『
時
事
新
報
』
〈
昭
五
・
五
・
二
十
発
行
）

叩
、
角
川
書
店
版
『
堀
辰
雄
全
集
第
一
・
聖
家
族
』
あ
と
が
き
（
昭
二

十
四
・
三
・
五
刊
）

口
、
『
文
事
』
第
四
号
（
昭
五
・
一
・
一
）
の
「
手
帖
」
欄
に
無
題
で

執
筆
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平成四年度卒業論文一覧

文学部国文学科

No. 氏 名 題 材 ． 題 目

赤崎万美子 源氏物語六条御息所におけるもののけについて

2 石黒久美子 古事記・高天原をあらしめたもの

3 井 芹美穂 「奨噌」についての考察

4 上回章代 歌合鵠命

5 上回ひろ子 「直麗道満大内鑑」論

6 江 藤仁美 擬音語と能態語の考察

7 大 川暢子 熊本南部県境における方言比較

8 椛谷香利 日本語の命令文について

9 川崎佳子 敬語使用における意識調査

10 菊永郁子 源氏物語ー雲井の雁一

11 草村千秋 連体形の終止形化

12 古賀憲子 考察「源氏物語」

13 古賀楊子 松谷みよ子の作品論

14 木場洋子 『英草紙』考

15 後藤玲子 芥川龍之介『芋粥』論

16 斉藤愛子 武家義理物語ー偶然における悲劇についてー

17 堺 恵美子 伊藤整作品論
ノ

18 坂田裕子 「仮名手本忠臣蔵Jについて

19 下川淳子 実朝論

20 瀬井しおり 「源氏物語」宇治十帖一薫と匂宮を中心に

21 高瀬佳世 本朝二十不孝

22 田川由紀 若者向け出版物における字種の使い分け

23 田中智子 江戸初期における日本語「おあん物語・おきく物語・理慶尼の記」より

24 田上裕紀子 広告における新しい日本語の考察

25 梼 真由美 「助六由縁江戸棲」

26 津崎貴子 「宇治拾遺物語」における人物像

27 中 尾治子 去来抄のなかの不易流行について

28 中 島 恵 遠藤周作論
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No. 氏 名 題 材 ． 題 目

29 西花恵子 擬声語・擬態語について考える

30 野田奈美江 春色辰巳園

31 野田祐子 「薄雪物語」論

32 林 起久子 「名女情くらべ」考

33 原 美 紀 「曾我物語」における説話伝承一千将・莫邪語を中心に一」

34 馬場香代子 狭衣物語における飛鳥井女君

35 日高陽子 安房直子の童話における色の世界について

36 福島綾子 葛西善三論

37 二羽理香 樋口一葉の作品の文体の変遷とその統計的観察

38 本 凹裕子 日本語の音声・アクセントについて

39 町 美 幸 夜の寝覚

40 松川千品 草野IL＇、平論

41 松永由紀 『東海道中膝栗毛』の考察より近世における庶民性の調査

42 松 山朋子 「心高さ」の研究（「源氏物語jを中心に）

43 溝遺由美子 「好色五人女」の考察

44 峰村裕子 向田邦子論

45 宮本淳子 家持をめぐる女たち 笠女郎を中心として

46 村上香織 浦島伝説の考察とその歴史的変遷について

47 本村育子 西行試論

48 矢野華織 「金閣寺」

49 山口尚子 「源氏物語」一玉蔓についての考察一

50 山口みどり 中古における人称「君」と「殿」

51 和田知子 中国入学習者に対する漢字教育一字体・音訓・漢語の問題点と指導法一
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