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文
学
論
集
の
八
十
周
年
記
念
特
輯
号
に
、

す
る
こ
と
に
、
文
学
研
究
の
―
つ
の
目
的
が
あ
る
と
し
、

対
す
る
方
向
づ
け
の
た
め
の
イ
デ
ー
に
つ
い
て
述
べ
た
。
作
品
の
普
遍
性
を
証

し
す
る
こ
と
に
、
文
学
研
究
の
―
つ
の
目
的
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を

何
人
も
否
定
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
関
し
て

は
多
く
の
論
議
が
な
さ
れ
ば
な
る
ま
い
。
比
較
文
学
は
、
そ
の
た
め
に
軍
大
な

発
言
と
、
普
遍
性
の
証
言
の
た
め
の
努
力
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
前
述
の
私
の
論
文
は
、
こ
の
点
を
認
め
つ
つ
も
、
比
較
文
学
の
方
法
の

拡
大
を
シ
ュ
ト
リ
ッ
．ヒ
に
即
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ

ラ
ン
ス
で
生
れ
た
所
謂
比
較
文
学
研
究
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
研
究
者

は
研
究
の
最
後
の
一
点
に
お
い
て
、
異
邦
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
と
い
う
地
理
的
状
況
の
中
に
位
置
し
て

い
な
い
と
い
う
素
朴
な
反
省
に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

の
研
究
に
際
し
て
、
直
接
的
に
「
比
較
」
が
具
体
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
先

ず
各
々
の
外
国
文
学
の
作
品
が
当
面
の
問
題
と
な
る
。
い
う
な
れ
ば
、

な
意
味
で
の
外
国
文
学
研
究
は
比
較
文
学
の
た
め
の
不
可
欠
な
基
礎
作
業
で
あ

比

較

私
は
文
芸
作
品
の
普
遍
性
を
証
し

の

意

一
般
的

一
般
に
、
比
較
文
学

比
較
文
学
の
将
来
に

味

ll 
研
究
が
望
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

も
、
私
は
既
に
幾
度
か
論
じ
て
き
た
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
研
究
の
意
識
と
方

法
は
、
わ
が
国
の
文
化
史
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
お
い
て
具
体
的
な
形
式
を
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

く
り
出
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
外
国
文
学
研
究
が
、
元
来
は

あ
る
筈
が
な
い
し
、
あ
る
と
し
て
も
さ
ほ
ど
の
意
味
の
あ
る
も
の
で
も
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
、
あ
る
外
国
文
学
作
品
を
ど
う
読
み
取
り
、
ど
の
よ
う
に
判
断
し

た
か
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
理
解
や
評
価
の

結
果
が
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に
直
接
ど
う
い
う
関
係
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。
か
か
る
目
的
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
い
研
究
は
、
実
は
そ

の
価
値
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
研
究
者
の
主
観

的
判
断
と
当
該
作
品
の
紹
介
と
い
う
点
で
は
、
あ
る
種
の
意
味
が
あ
ろ
う
が
、

も
し
研
究
が
解
説
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
研
究
は
さ
ほ
ど
の
意
味

を
担
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
各
部
門
各

分
野
に
披
理
統
合
し
て
、
受
容
の
形
態
研
究
の
一
っ
と
し
て
考
察
す
る
時
に
は

従
っ
て
、

わ
が
国
に
お
い
て
、

る
と
い
え
よ
う
。

二
五

い
か
な
る
意
識
と
方
法
に
基
づ
く
外
国
文
学
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な
る
ま
い
。

そ
れ
は
ま
さ
に
学
問
的
作
業
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

作
業
に
よ
っ
て
、
所
聞
外
国
文
学
研
究
者
独
自
の
臨
識
の
形
態
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
研
究
者
の
意
識
形
態
の
研
究
は
、
最
終
的
に
は

所
閑
文
玄
社
会
学
の
領
域
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
文
学
研
究

上
の
、

一
種
の

コ
ス
モ
ボ
リ
テ
ィ
ス
ム
ス
が
あ
る
。
こ
の

コ
ス
モ
ボ
リ
テ
ィ
ス

ム
ス
の
文
化
史
的
無
内
容
に
つ

い
て
は
、
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

．＞

わ

れ
わ
れ
研
究
者
の
立
脚
点
は
、
日
本
と
い
う
文
化
的
甚
盤
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
る
ま
い
，

ョ
ー

ロ
ッ

。ハ
各
国
の
文
学
研
究
に
お
い
て

コ
ス
モ
ボ
リ
テ
ィ

ス
ム
ス
の
あ
る
の
は
、
そ
の
地
理
的
条
件
乃
至
文
化
史
的
か
か
わ
り
合
い
に
お

い
て
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
か
か
る

意
味
で
の

コ
ス
モ
ボ
リ
テ
ィ
ス
ム
ス
は
直
接
的
に
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い

C

ま
、ヽ

シ
ュ
ト
リ
ッ

ヒ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
限
界
の
上
に
、
所
謂
世
界
文
学
が
成

立
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
点
わ
れ
わ
れ
も
理
解
す
る
努
力
を
怠
っ
て
は

し
か
し
、
こ
の

コ
ス
モ
ボ
リ
テ
ィ
ス
ム
ス
の
イ
デ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
も
先
に
述
べ
た
研
究
者
の
意
識
と
方
法
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
従
来
説
え
ら
れ
て
き
た
比
較
文
学
の
方
法
ー
こ
こ

で
は
フ
ラ
ン
ス
学
旅
の
そ
れ
を
意
味
す
る
ー
を
、
新
ら
し
い
観
点
か
ら
拡
大
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
ル
ネ

・
ウ
エ
レ
ッ
ク
の
見
解
に
よ
れ
ば
「
パ

ル
ダ
ン
ス
ペ
ル
ヂ
ェ
や
ヴ
ァ
ン

・
テ

ィ
ー
ゲ
ム
や
カ

レ
や
ギ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
の
綱

領
的
意
見
は
、
最
早
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
。
彼
等
は
む
し
ろ
、
比
較
文
学
に

十
九
llt紀
か
ら
受
け
継
い
だ
実
証
主
義
と
歴
史
的
相
対
主
義
の
重
荷
と
い
う
凸

び
た
方
法
論
を
負
わ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
反
対
意
見
を
具
体

的
に
次
の
よ
う
こ
述
べ

る
。「
彼
等
は
、
あ
る
作
品
の
モ
テ

ィ
ー
フ
や
テ
ー
マ
や
、

性
格
や
状
況
や
筋
な
ど
が
、
既
に
紆
か
れ
た
作
品
の
中
で
発
見
さ
れ
る
時
に
生

じ
る
因
果
艇
係
的
説
明
や
証
明
に
依
仔
す
る
。
こ
う
い
う
研
究
者
達
は
、
無
数

の
平
行
線
や
類
似
性
や
、
い
や
そ
れ
ば
か
り
か
、
時
に
は
一
致
性
す
ら
発
見
し

た
。
し
か
し
彼
等
は
、
こ
れ
ら
の
諸
閲
係
が
、

一
人
の
作
家
が
あ
る
作
家
を
識

っ
て
い
た
と
か
読
ん
だ
と
か
い
う
事
実
を
別
と
す
れ
ば
、
元
来
一
体
何
を
証
明

し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
自
ら
に
問
う
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ

っ
た
。
芸

術
作
品
は
、
源
泉
や
影
癌
の
単
な
る
結
果
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
は
、
そ
の
内

部
で
外
部
か
ら
の
原
素
材
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
素
材
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
よ
う

な
全
体
で
は
な
く
、
こ
の
原
素
材
が
有
機
的
に
組
み
合
さ
っ
て
い
る
全
体
で
あ

①
 

る。
」

作
品
と
作
品、

作
家
と
作
家
の
比
較
か
ら
生
じ
る
諸
関
係
が
証
明
す
る
も
の

は
何
か
。
こ
れ
ら
の
諸
関
係
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
限
り
で
は
、
最
終
的
な
目
的

に
達
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ウ

エ
レ
ッ
ク
は
、

の
文
芸
学
者
、
と
り
わ
け
比
較
文
学
者
の
中
で
は
、
根
本
的
に
文
学
に
は
全
く

関
心
を
持
た
ず
、
公
衆
の
意
見
や
旅
行
記
や
民
族
の
性
格
の
表
象
や
、
手
短
か

に
い
え
ば
、
一
般
的
な
文
化
史
に
興
味
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

文
芸
学
の
概
念
は
非
常
に
尖
鋭
的
に
拡
大
さ
れ
、
人
類
の
歴
史
と

一
致
す
る
こ

と
に
な
る
」
と
、
比
較
文
学
者
の
学
問
的
関
心
の
方
向
に
批
判
の
矢
を
放

っ
て

い
る
。
ウ
エ
レ
ッ
ク
の
比
較
文
学
に
対
す
る
批
判
の
基
盤
は
理
解
で
き
る
と
し

て
も
、
ま
た
彼
の
指
摘
す
る
諸
関
係
の
結
果
す
る
と
こ
ろ
を
比
較
文
学
が
明
ら

二
六

「
多
く



比

較

の

こ
と
を
拒
ん
で

い
る
。
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エ
レ
ッ
ク
は
、
比
較
文
学
者
に
あ
る
種
の
ナ
チ
オ
ナ
リ
ス
ム
ス
を
認
め
つ
つ

「
素
材
や
方
法
論
の
領
域
に
お
け
る
恣
意
的
な
限
界
附
け
や
、
源
泉
や
影
態
の

機
械
的
な
把
握
そ
し
て
た
と
え
そ
れ
が
高
邁
な
も
の
で
あ
れ
、
文
化
的
民
族
主

義
へ
の
頒
向
は
、
私
に
は
比
較
文
学
の
内
部
で
長
い
間
続
い
て
い
る
危
機
の
徴

②
 

候
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に

「
＞
比
較
＾

文
学
と
＞
一
般

A
文
学
の
人
工
的
区
別
は
、
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
＞
比

較
す
る

A
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
文
学
の
限
界
を
越
え
る
あ
ら
ゆ
る
文
学
研
究

に
既
に
採
用
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
比
較
文
学
の
機
能
に
意
味
を
附
与
す
る

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
ウ
ェ
レ
ッ
ク
の
言

菓
を
無
条
件
に
受
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ウ
エ
レ
ッ
ク
の
提
言
は
、
所

謂
一
般
文
芸
学
者
と
し
て
の
発
言
と
す
れ
は
さ
ほ
ど
貨
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
が
、
比
較
文
学
者
の
立
場
か
ら
す
れ
は
、
厭
大
な
批
判
点
を
含
ん
で
い

が
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
比
較
と
い
う
行
為
は
、
文
芸
作
品
の

研
究
に
と
っ
て
は
自
明
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
此
に
比
較
は
批
評
行
為
で
あ

③
 

る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
所
淵
文

芸
研
究
は
、

•
J
の
比
較
な
し
に
は

成
立
し
な
い。

た
だ
、
そ
の
比
較
が
意
識
的
に
具
体
化
さ
れ

て
い
る
場
合
と
、

無
意
識
的
な
場
合
と
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
し

比
較
が
意

あ
る
と
い
っ
て
も
多
分
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
敢
え
て
い
う
な
ら
ば
、
文
芸
学

、
、
、
、
、
、
、
、

の
概
念
は

一
定
で
は
な
く
、
そ
れ
は
当
然
拡
大
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ウ

に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
最
終
目
的
は
、
実
は
こ
の
点
に

文
芸
作
品
が
い
か
な
る
文
化
的
基
盤
に
即
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

か
に
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

t 

識
的
に
具
体
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
比
較
文
学
と
い
う
学
的
方
法
が
具
体

化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
国
民
文
学
の
限
界
を
越
え
る
あ
ら
ゆ

る
文
学
研
究
に
と
っ
て
、
比
較
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
ま
さ
に

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
当
然
さ
は
比
較
文
学
に
対
す
る
批
判
の
当
然
の

根
拠
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
い
か
な
る
学
的
意
識
も
持
た
な

い
一
般
文
学
研
究
は
成
り
立
た
な
い
と
も
い
え
る
。
外
国
文
学
研
究
と
い
う
こ

と
は
、
無
条
件
に
は
成
立
し
な
い
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
如

く
、
そ
の
研
究
が
い
か
な
る
目
的
意
識
に
も
支
え
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は

そ
の
研
究
は
い
か
な
る
学
的
価
値
を
も
担
う
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
熊
条

件
に
国
民
文
学
の
限
界
を
越
え
る
文
学
研
究
と
い
う
も
の
も
あ
り
得
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
あ
る
国
の
文
学
作
品
を
研
究
の
対
象
に
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

ま
さ
に
両
国
の
文
化
史
的
接
点
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

相
反
点
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
な
の
で
あ
る
。
文
芸
学
が
学
的

範
疇
に
留
ろ
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
研
究
者
の
恣
意
的
な
研
究
対
象
の
選

択
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
「
純
粋
の
文
芸
学
に
と
っ

て
は
、
し
か
し
死
ん
だ
フ
ア
ク
タ
ー
が
問
題
で
は
な
く
、
価
値
と
特
質
が
問
顆

に
な
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
文
芸
学
と
批
評
は
分
た
れ
得
な
い
。
極
め
て
素

朴
な
文
学
史
的
問
題
で
す
ら
、
評
価
を
要
求
す
る
。
ラ
シ

ー
ヌ
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
に
、
あ
る
い
は
ヘ
ル
ダ
ー
が
ゲ
ー
テ
に
影
櫻
を
及
し
た
と
い
う
主
張
は
、
た

と
え
そ
れ
が
一
般
に
―
つ
の
意
味
を
持
つ
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
作
家
の
特
性

に
関
す
る
知
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
等
の
担
っ
て
い
る
伝
統
に

関
す
る
知
識
や
、
そ
れ
自
体
が
批
評
で
あ
る
と
こ

ろ
の
た
え
ざ
る
測
定
や
、
比



ウ
エ
レ
ッ
ク
は
、
評
価
の
問
題
と
絡
ん
で
、

見
え
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

い
か
な
る
文
芸
学
も
選
択
の
原

的
な
信
従
の
類
で
あ
る
。
こ
の
超
越
性
に
対
す
る
伝
従
が
、
無
媒
介
的
且
つ
無

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

条
件
的
に
、
国
民
文
学
の
限
界
を
越
え
た
あ
ら
ゆ
る
文
学
研
究
と
い
う
も
の
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
極
論
す
れ
ば
、
か
か
る
文
学
研
究
は
学
問

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
に
無
内
容
な
仮
構
性
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
成
り
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

う
か
の
如
き
錯
虹
の
類
で
あ
る
。

あ
る
い
は
作
品
の
超
越
性
に
対
す
る
、
盲
目

え
ば
、

文
芸
作
品
そ
の
も
の
が
不
動
の
哀
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い

J

の
際
根
本
的
に
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
た
と

わ
れ
は
、
文
学
研
究
に
閲
し
て
自
明
の
も
の
と
し
て
了
解
し
て
い
た
も
の
を
、

究
の
目
的
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
憾
み
が
あ
る
。

わ
れ

て
い
る
'

J

と
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
同
時
に
、

ウ
エ
レ
ッ
ク
は
、
文
学
研

彼
の
フ
ラ
ン
ス
学
派
的
比
較
文
学
の
方
法
に
閲
す
る
批
判
は
、
そ
れ
な
り
に
妥

当
で
あ
ろ
う
し
、
比
較
文
学
自
体
か
か
る
批
判
を
呼
び
出
す
矛
盾
を
内
に
臓
し

は
文
芸
作
品
そ
の
も
の
を
硬
直
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
筈
約
を
発
し
て
い
る
。

較
の
分
析
や
分
類
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

史
家
逹
で
す
ら
、

レ
ッ
ク
は
、

い
か
な
る
文
芸
学
も
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
の
比
較
文
学
の
実
証
性
を
、

送
択
の
原

理
な
し
に
あ
る
い
は
試
み
を
特
色
づ
け
た
り
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
は

井
か
れ
な
か
っ
た
し
批
評
を
爪
要
て
な
い
も
の
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
文
学

ウ
エ

よ
し
ん
は
彼
等
が
無
迄
識
的
に
慣
習
化
さ
れ
て
い
る
尺
笈
や

④
 

判
断
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
、
不
可
避
的
に
批
評
家
で
あ
る
。
」

死
せ
る
事
実
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
の
み
で
あ
る
と
批
判
し
、
徹
底
し
た
実
証
性
が
文
学
研
究
も
し

民
族
的
時
代
区
分
に
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
文
学
史
の
と
い
う
こ
と
ー
達
す
る
こ
と
が

わ
れ
わ
れ
の
最
終
目
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

．．．

．
 
時
代
の
か
か
る
均
統
化
は
、
確
か
に
大
き
な
利
点
を
供

述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
問
題
に
答
え
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
一
般
的
な
超

理
な
し
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う

C

こ
の
原
理
は
、
彼
に
と
っ
て
い
わ
ば
評
価

そ
の
も
の
て
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
評
価
の
よ
っ
て
も
っ
て
生
じ
き
た
る
基
盤
を
問
わ
な
い
限
り
、
こ
の
概
念

は
学
問
的
に
明
白
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

C

評
価
の
問
題
は
、
近
時

文
芸
学
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
文
芸
学
に
お
い
て
も
、
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

閥
頒
と
し
て
取
り
ヒ
げ
ら
れ
て
い
る
。
評
価
は
、
勿
論
審
美
的
解
釈
の
結
果
と

し
て
定
義
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
そ
の
範
甜
内
に
留
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
。
評
価
が
学
問
的
な
意
味
で
定
義
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ

は
研
究
の
方
法
と
不
可
分
離
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
方
法
を
決
定
的

な
も
の
に
す
る
研
究
者
の
意
識
と
の
連
関
が
問
わ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
従
っ
て
、
評
価
と
い
う
批
評
行
為
は
、
研
究
者
の
意
識
と
方
法
が
生
み
出

、
、
、
、

す
研
究
の
客
観
性
を
担
っ
て
い
な
サ
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
択
の
原
理
は
、
た
だ

、
、
、
、

に
評
価
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
超
民
族
的
と
い
う
前
提

の
下
に
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
原
理
は
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
文
学
史
の
時
代
区
分
に
関
し
て
、

H
.
p
.
H
•

テ
ッ
シ
ン
グ
は
、
比
較
文

学
史
が
所
謂
文
学
史
の
時
代
の
発
見
や
確
立
や
区
分
に
ど
の
程
度
に
役
立
つ
の

か
と
い
う
問
題
と
、
比
較
文
学
史
は
様
式
史
や
精
神
史
に
お
け
る
時
代
の
成
立

や
連
続
を
明
ら
か
に
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
捉
起
し
、
次
の
よ
う
に

ニ
八



比

較

の

意

味

（小
川
）

つ
ま
り
訳

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
は
、
浪
漫
脈
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
場
合
と
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
楊
合
と
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ

ン
ダ
に
お
け
る
場
合
と

本
質
的
こ
展

っ
た
も
の
を
窓
味
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
民
族
的
硯

象
と
し
て
の
代
り
に
、
西
ヨ

ー
ロ
ッ

。ハ
的
な
現
象
と
し
て
の
浪
没
旅
を
記
述
す

る
こ
と
を
試
み
る
島
合
に
は
、
す
べ
て
の
特
徴
的
な
も
の
と
具
休
的
な
も
の
は

R
 

失
わ
几
る
だ
ろ
う
。
」

ウ
エ
レ

ッ
ク
は
、
比
較
文
学
の
成
立
要
件
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
ス
を

指
摘
し
た
が
、
学
問
的
評
価
の
問
題
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ム

ス
と
触
れ
合
う
こ
と
な
し
に
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

要
な
t

)

と
は
、
柄
々

の
研
究
者
は
、

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

は
逹
し
た
け
れ
ど
も
、

個
々
の
民
族
に
屈
し
て
い
る
と
い
う
事
実

個
々

の
民
族
の
文
化
的
伝
統
が
、
い
か
に
他
の
民

族
の
文
化
的
伝
統
と
因
呆
的
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
ま
た
い
か

に
決
定

的
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
弔
実
で
あ
る
。
比
較
文
学
に
と
っ
て
、

ま
た
文
学
史
に
と
っ
て
も
軍
要
な
作
業
で
あ
る
時
代
区
分
に
関
し
て
、
テ
ッ
シ

ン
グ
は

ヨ
ー
ロ

ッ
。ハ
文
学
史
と
い
う
仮
構
性
に
否
定
的
態
度
を
示
し
て
い
る

が
、
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
・

・・・デ

ィ
ル
タ
イ
と
共

に
、
新
ら
し
い
文
化
史
的
時
代
を
引
き
出
す
棋
代
が
、
具
体
的
な
歴
史
的
、
文

残
念
な
が
ら
内
実
の
均
統
化
に
は
逹
し
て
い
な
い
と
思

二
九

化
的
、
社
会
学
的
状
況
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
な
ら
、
か
か
る
状

況
は
、
ま
た
常
に
大
部
分
が
民
族
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
っ
新
ら
し
い
文
学
史
的
世
代
は
、具
体
的
な
民
族
的
状
況
と
、

そ
し
て
特
に
現
存
の
文
芸
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、

学
は
決
し
て
自
ら
の
中
で
閉
塞
せ
る
全
体
で
も
な
い
し
、
有
機
体
で
も
な
い
。

し
か
し
私
に
は
、

国
民
文
学
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
相
対
的
に
閉
塞
さ
れ
た
統

一
体
と
し
て
考
察
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
粘
神
史
的
乃
至
様
式
史
的
観

点
、
且
つ
ま
た
そ
の
他
の
諸
観
点
に
従
っ
て
独
立
し
て
時
代
区
分
す
る
こ
と
が

韮
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
し
て
他
の
文
学
と
の
平
行
を
気
に
か
け
な

い
、
こ
の
よ
う
な
僻
別
化
的
で
具
体
的
な
対
象
に
相
応
せ
る
処
理
法
は
、
超
民

⑥
 

族
的
な
均
統
化
的
時
代
区
分
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
の
点
で
勝
っ
て
い
る
。
」

時
代
区
分
の
方
法
の
具
体
性
は
、
テ
ッ
シ

ン
グ
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
先
ず

国
民
文
学
を
相
対
的
に
閉
塞
さ
れ
た
統
一
体
と
し
て
考
察
し
、
個
々
の
研
究
者

の
諸
賎
点
に
従
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
時
代
区
分
は
、
単
な
る
通
史
的
挫
理
と
排

列
で

は
な
く
、
ま
さ
に
文
学
史
の
一
時
代
の
歴
史
的
必
然
性
を
作
品
に
即
し
て

証
し
す
る
作
業
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
作
業
の
前
で
は
、
超
民
族
的
と
い
う
概

念
は
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

時
代
区
分
の
問
題
は
、
区
分
さ
れ
た
時
代
が
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

る
た
め
に
、
比
較
と
い
う
作
業
を
要
求
す
る
。
文
学
研
究
と
い
う
作
業
が
文
化

史
の
領
域
の
中
で
結
果
す
る
た
め
に
は
、
作
品
を
文
化
現
象
と
し
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。
文
学
史
的
時
代
と
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
た
作
品

群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
支
え
て
い
る

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
な
る
程
名
辞
の
均
統
化
に

国
民
文

が
た
め

ら
い
を
感
じ
る
の
は
、
私
が
均
統
化
に
共
咀
し
な
い
と
い
う
理
由
だ
け

様
々
な

lEl民
文
学
の
比
較
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私

す
る

゜
9 ヤ°

' れ
は
ヽ

巾
に
展
望
と
力
向
づ
け
を
容
易
な
ら
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、



文
学
研
究
、
即
ち
文
芸
学
自
体
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
社
会
性
と
い
う

様
々
な
モ
テ

ィ
ー
フ
や
素
材
や
様
式
が
、

と
い
、
っ
こ
と
を
詳
細
に
知
る
必
要
が
あ
る

L

，
更
に
、

が
、
い
か
な
る
社
会
的
萩
盤
か
ら
生
じ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
必
要
が

あ
る

C

い
か
に
相
通
じ
い
か
に
相
迎
す
る
か

こ
れ
ら
の
作
品
の
諸
要
素

ア
・

プ
リ
オ
リ
に
作
品
の
存
在
の
絶
対
性
を
認
容
す
る
こ
と
は
、
学
問

と
し
て
の
文
学
研
究
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
文
芸
作
品
が
木

来
社
会
的
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
e

社
会
的
と
い
う
こ
と

は
、
作
品
は
そ
の
時
代
の
人
間
意
識
の
総
休
で
あ
る
現
実
を
担
っ
て
い
る
も
の

と
も
い
え
よ
う

C

作
品
の
社
会
性
を
否
定
す
る
時
に
は
、
実
は
学
問
と
し
て

の

こ
と
に
対
し
て
た
め
ら
い
を
持
つ
こ
と
は
、
文
芸
学
を
泊
極
的
な
狭
駆
な
領
域

に
附
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
文
芸
学
を
文
化
科
学
の
一
部
門
と
し
て

承
認
す
る

•
)
と
が
必
要
で
あ
る
。
勿
論

、

観
念
的
に
は
か
か
る
も
の
と
し
て
文

芸
学
ほ
承
認
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ

の
承
認
は
拒
否
さ

れ
て
い
る
島
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
ニ
ュ

ー
・

ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
乃

至
イ
ン
タ
ー
プ
レ
タ
チ
オ
ー
ン
に
力
点
を
お
く
方
法
に
み
ら
れ
る
。

作
品
を
純

粋
に
解
釈
し
批
評
す
る
こ
と
に
最
終
的
に
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
果
し
て

文
芸
学
を
学
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
あ
る
時
代
の
文
学
史
的
区
分
は
、
比
較
に
よ
っ
て
具
体
的
な
も
の

と
な
る
。
勿
論
、
共
逝
の
文
芸
思
潮
を
持
つ
両
国
の
時
代
の
骨
格
を
、
比
較
に

よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
一
方
に
あ

っ
て
他
方
に
は
な
い
文
芸
思

潮
を
中
心
に
、
両

111
の
同
時
代
を
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
は
前
者

の
場
合
、
わ
九
わ
九
は

「
近
代
的
自
我
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
下
に
、
日
独
仏
国
間
の
自
然
主
義
を
起
点
と
し
て
比
較
作
業
を
行
な
っ
て
い

e
 

る
C

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
作
業
に
入
る
前
に
「
近
代
的
自
我
」
と
い
う
も
の
の

概
念
規
定
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

の
発
達
と
共
に
社
会
的
に
覚
醒
し
た
乃
至
し
よ
う
と
す
る
自
我
の
意
で
あ
る
と

い
う
テ
ー
ゼ
を
立
て
た
。
こ
の
場
合
、
研
究
は
当
然
わ
が
国
に
お
け
る
自
然
主

義
の
受
容
と
い
う
面
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
自

然
屯
義
の
受
容
の
必
然
性
を
、

作

品
か
ら
垂
直
に

社
会
構
造
に
み
よ
う
と
す

る
。
そ
の
際
、
作
品
の
内
実
と
、
作
品
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
が
綿
密
に
考

察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

C

そ
し
て
そ
の
結
果
が
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
自
然
主
義

の
作
品
乃
至
そ
の
思
潮
を
生
み
出
し
た
時
代
と
比
較
さ
れ
、
近
似
、
一
致
、
相

反
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
究
極
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
両
国
の
文
化
史
の
方

向
と
そ
の
構
造
の
近
似
、

一
致
、
相
反
と
い
う
諸
点
の
指
摘
に
至
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

「
近
代
的
自
我
」
と
は
、
階
級
社
会

文
公
研
究
が
個
人
的
且
つ
主
観
的
な
範
疇
で
な
さ
れ
る
こ
と
の
当
否
は
お
く

と
し
て
、
比
較
文
学
と
因
果
関
係
や
影
遡
の
研
究
を
、
更
に
方
法
的
に
拡
大
す

る
こ
と
が
今
や
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
比
較
文
学
自
体
、
ウ

エ
レ

ッ
ク
の
批
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
本
質
を
備
え
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

れ
が
比
較
文
学
の
前
途
を
閉
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
且
つ

て
、
私
は
比
較
文
学
は
―
つ
の
巨
大
な
離
程
栖
を
立
て
た
と
書
い
た
。
し
か
し

そ
れ
は
、
比
較
文
学
に
と
っ
て
決
し
て
完
了
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
比
較
は
、
決
し
て
比
較
文
学
個
有
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
比
較
文
学
は

比
較
文
学
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
文
学
と
呼
ば
れ
る
の
が
よ

゜



比

較

の

意

味

（

小

川

）

つ
と
こ
ろ
の
比
較
の
こ
と
で
あ
る
。
比
較
が
学
問
の
方
怯
と
し
て
確
立
さ
れ
る

時
に
、
わ
れ
わ
九
は
哀
の
意
味
で
の
世
界
文
学
的
考
察
に
達
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
勿
論
、
い
か
な
る
文
学
研
究
と
い
え
ど
も
、
比
較
な
し
に
は
あ
り
得
な

い
が
、
方
法
と
し
て
涵
識
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
リ
ッ
ヒ
が
世
界
文
学
と
呼
ぶ
文
芸
学
は
、
作
品
の
普
遥
性

の
証
明
に
従
事
す
る
。
し
か
し
、
世
界
文
学
も
作
品
の
酋
通
性
も
無
条
件
且
つ

直
接
的
に
は
証
し
さ
れ
難
い
。
ま
た
比
較
文
学
と

一
般
文
芸
学
の
区
別
を
除
去

す
る
•
Jと
が
、

そ
の
儘
世
界
文
学
を
確
立
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
意
味
す
る
も

の
で
も
な
け
れ
ば
、
文
学
研
究
を
直
〈
に
学
問
的
作
業
と
し
て
確
立
す
る
も
の
で

も
な
い
。
文
芸
作
品
の
仔
在
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
か
。
も
し
自
明
の
理
の
中

で
閻
題
が
処
理
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
分
文
芸
学
と
い
う
学
問
は
自

ら
の
存
在
証
明
を
拗
菜
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

※
こ

の
稿
は
、
文
学
論
東
八
十
周
年
記
念
特
集
号
の
拙
誨
「
比
較
の
意
味
」
の
続

稿
で
あ
る
。

個
有
の
も
の
で
あ
る
比
較
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
方
法
と
し
て
成
り
立
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⑤
 

① 

は
い
え
な
い
。

イ
デ
ー
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
彼
と
は
逆
に
、
比
較
文
学

呟

リ
ッ
ヒ
の
こ
の
笛
菓
は
、

②
 

比
較
を
未
だ
学
問
的
次
元
に
高
め
た
も
の
で
あ
る
と

枇
界
文
学
的
考
察
な
し
に
は
生
れ
得
な
い
。

⑧
 

あ
る
文
学
を
、
そ
れ
自
体
孤
立
的
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」

か
ろ

つ

い゚
か
な
る
文
芸
学
も
、

シ
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