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文
芸
学
に
お
け
る
作
品
へ
の
問
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作
品
へ
の
問
い
は
文
芸
の
研
究
に
お
け
る
認
識
の
可
能
性
を
拓
く
べ
く
真
摯
に
な
さ
れ
て
き
た

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
の
問
い
自
体
は
自
明
の
こ
と
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
反
復
さ
れ
る

行
為
の
自
動
化
の
結
果
と
し
て
の
自
明
性
は
日
常
の
生
活
世
界
に
お
い
て
は
一
面
必
要
で
は
あ
る

が
、
他
方
で
そ
れ
が
行
為
の
本
来
の
意
義
を
忘
却
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
学
の
認
識
上
の
妨
げ
と

も
な
る
。 

Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
論
文
」
（T

rak
tat

）
の
方
法
上
の
性
格
を
「
迂
回
と
し
て
の
表
現
」

（D
arstellu

n
g

 als U
m

w
eg

）
と
し
て
再
規
定
し
た
の
と
同
様
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
Ｐ
・
ソ
ン
デ

ィ
も
「
研
究
」
（F

o
rsch

u
n

g

）
の
本
来
の
意
義
に
こ
だ
わ
っ
た
。「
論
文
」
の
再
規
定
に
関
わ
り
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

哲
学
的
文
体
の
概
念
に
は
、
い
か
な
る
逆
説
も
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
な
り
の
要
請
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
連
の
演
繹
に
対
し
て
は
中
断
の
技
術
、
断
片
の
姿
勢
に
対
し
て
は
論

述
の
持
続
、
平
板
な
普
遍
主
義
に
対
し
て
は
主
題
の
反
復
、
否
定
的
な
論
争
に
対
し
て
は
充

実
し
た
密
度
の
高
い
実
証
性
な
ど
が
求
め
ら
れ

る
（
１
）

。 

こ
の
認
識
は
惰
性
へ
の
徹
底
し
た
拒
絶
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
論
文
」
を
書
く
こ
と
は
通
行 

す
る
権
威
の
再
検
証
と
な
る
。「
研
究
」
も
同
様
に
既
存
の
形
骸
化
し
た
観
念
を
新
た
な
問
い
に
よ

っ
て
解
体
・
賦
活
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
見
解
に
導
か
れ
な
が
ら
以
下
、
文
芸
学

に
お
け
る
作
品
へ
の
問
い
と
は
ど
の
よ
う
な
探
究
か
を
論
述
し
た
い
。 

  

一 個
別
の
作
品
を
闡
明
す
る
最
初
の
問
い
へ
の
接
近
は
、
多
層
的
な
体
系
内
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局

面
の
言
の
特
異
性
の
析
出
、
ま
た
言
の
属
す
る
時
間
、
方
向
、
位
置
の
限
定
か
ら
始
ま
る
。
漠
然

と
し
た
突
出
を
言
の
慣
習
性
の
中
に
見
い
だ
す
過
程
で
そ
れ
ま
で
問
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
有
意
な

言
語
分
節
を
導
く
問
い
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
文
芸
の
技
法
等
の
形
式
論
的
な
問

い
に
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
問
わ
れ
る
べ
き
自
明
性
の
解
明
が
か
え
っ
て
妨
げ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
形
骸
化
し
た
問
い
に
慣
習
的
に
こ
だ
わ
る
の
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
自
明
性
の

前
提
に
い
か
に
違
和
を
差
し
挟
む
か
が
こ
の
場
合
の
焦
点
と
な
る
。 

作
品
の
個
々
の
言
は
一
般
に
言
の
範
列
か
ら
選
択
的
に
限
定
さ
れ
、
連
辞
的
に
布
置
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
言
の
意
味
的
な
断
裂
と
し
て
隠
喩
の
よ
う
に
言
の
連
辞
性
が
ね
じ
れ
、
予
想
さ
れ

な
か
っ
た
結
節
点
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
言
が
そ
れ
自
体
へ
遡
及
的
に
言
及
し
て

い
る
こ
と
で
研
究
主
体
が
判
断
中
止
を
迫
ら
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
解
釈
の
不
可
能
性
を
含
め
て

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
明
性
を
度
外
視
し
た
解
釈
の
要
所
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

固
有
の
言
の
順
序
と
位
置
の
必
然
性
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
多
次
元
的
観
点
か
ら
平
面
的
な
言

の
布
置
の
意
味
を
多
層
的
時
間
の
中
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
表
面
上
の
断
裂
も
含
め
そ
の
意
味
が

判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
層
序
の
時
間
性
を
見
出
す
累
重
、
層
序
の
不
連
続
と
し
て
の
断
層
・
褶
曲

が
一
見
、
平
面
的
な
言
の
断
続
の
中
に
多
数
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
一
般
に
書
き

手
が
一
番
多
く
意
識
・
体
験
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
多
層
的
範
列
性
が
単
な
る
成
立
論
的
前
後

関
係
で
は
な
く
お
の
お
の
が
別
体
系
の
多
層
性
で
あ
る
ゆ
え
に
、
価
値
判
断
は
作
品
の
最
終
稿
か

ら
の
展
望
に
委
ね
ら
れ
本
文
の
振
幅
の
意
義
が
探
究
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
一
回
的
表
現
の
来
歴
が

作
品
の
必
然
性
を
跡
づ
け
る
た
め
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

一
方
、
類
例
的
個
と
し
て
歴
史
的
ジ
ャ
ン
ル
を
認
識
す
る
ソ
ン
デ
ィ
の
見
解
に
反
し
て
、
細
部

を
凝
視
す
る
ほ
ど
際
立
っ
て
く
る
文
芸
史
に
お
け
る
回
帰
し
え
な
い
作
品
の
一
回
性
・
歴
史
的
ジ

ャ
ン
ル
の
具
体
的
関
係
性
は
比
較
の
手
続
き
が
す
で
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
歴
史
美
学
固
有
の
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
矛
盾
の
な
い
解
釈
の
事
例
を
無
際
限
に
集
積
さ
せ
て
も
な
お
見
通
せ
な
い

多
次
元
性
の
混
在
す
る
作
品
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。 

そ
う
し
た
見
地
に
立
っ
た
上
で
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
の
間
隙
を
縫
う
よ
う
な
、
体
系
の
機
能

性
に
抵
触
し
な
い
、
世
界
と
恣
意
的
な
記
号
と
し
て
の
言
と
を
結
合
さ
せ
る
、
作
者
に
よ
っ
て
は

言
及
さ
れ
な
い
無
規
定
箇
所
の
意
味
の
充
填
・
具
象
化
が
行
わ
れ
る
。
作
品
は
連
辞
性
の
秩
序
の

み
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
分
節
の
意
味
論
的
な
拡
が
り
が
必
然
的
に
あ
る
。
も
ち
ろ

 

 

一 

関 

高 

専 

研 

究 

紀 

要 

 

第 

五 

六 

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 



 

5 

ん
言
に
よ
る
そ
れ
へ
の
言
及
は
い
つ
も
不
完
全
な
い
し
は
未
完
で
あ
る
。
不
完
全
性
を
言
に
よ
っ

て
補
足
し
よ
う
と
す
る
そ
ば
か
ら
認
識
が
保
留
、
遅
延
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
は

遅
延
が
と
め
ど
も
な
く
続
く
わ
け
で
は
な
く
、
思
惟
の
ど
こ
か
で
お
そ
ら
く
身
体
性
が
関
与
し
区

切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
々
の
言
語
の
体
系
性
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
稀

で
あ
る
。 

作
品
と
い
う
あ
る
種
の
環
世
界
に
お
け
る
読
解
で
は
焦
点
化
す
べ
き
も
の
の
選
別
が
前
も
っ
て

行
わ
れ
、
了
解
不
要
な
も
の
、
見
え
な
く
て
も
よ
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
は
あ
ら
か
じ
め
認
識
か

ら
除
外
さ
れ
る
。
そ
こ
で
生
起
す
る
の
が
文
芸
事
象
で
あ
り
、
文
芸
事
象
と
は
作
品
の
提
示
す
る

有
効
な
徴
表
を
た
ど
り
つ
つ
構
造
に
即
し
た
言
の
意
味
の
具
象
化
を
通
し
て
言
の
属
す
る
体
系
間

で
接
合
、
変
容
、
移
行
を
重
ね
て
ゆ
く
諸
階
梯
を
終
章
に
向
け
て
た
ど
る
、
回
帰
で
き
な
い
、
自

明
性
を
刷
新
す
る
一
回
的
出
来
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
時
に
高
揚
だ
け
で
な
く
目
眩
や
落
胆
、
中
断

も
あ
り
う
る
。
そ
れ
が
文
芸
事
象
の
記
述
を
め
ざ
し
つ
つ
往
還
す
る
解
釈
的
歩
測
と
意
義
を
異
に

す
る
の
は
一
連
の
邂
逅
自
体
の
鮮
明
さ
ゆ
え
で
あ
る
。 

回
顧
と
と
も
に
状
況
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
予
測
す
る
時
間
的
眺
望
の
中
に
あ
る
思
惟
は
、
原
則

と
し
て
作
品
す
べ
て
を
記
憶
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
心
身
的
不
可
能
性
を
前
提
に
、
存
在

の
総
体
に
対
し
偏
在
的
主
体
の
立
場
か
ら
研
究
と
し
て
問
い
か
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
問
い

か
け
へ
の
応
答
は
必
ず
し
も
期
待
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
沈
黙
す
る
作
品
で
も
な
お
時
間
の

推
移
の
中
で
文
脈
の
変
更
に
伴
い
そ
の
意
義
が
解
明
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
。
螺
旋
的
・
漸

進
的
理
解
の
た
め
に
は
見
聞
さ
れ
え
た
、
あ
る
い
は
想
定
し
う
る
歴
史
社
会
的
な
問
い
の
場
・
自

己
の
位
置
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
個
々
の
歴
史
的
要
件
は
作
品
の
、
一
般
化
し
え
な
い
個
別

性
の
解
明
の
契
機
で
も
あ
る
。
言
に
関
す
る
統
計
的
手
法
は
そ
こ
で
は
理
解
の
幅
を
限
定
す
る
こ

と
に
は
寄
与
で
き
る
が
、
固
有
性
自
体
の
意
味
の
解
明
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
。
作
品
と

の
抗
争
か
作
品
の
尊
重
か
と
い
う
分
岐
点
は
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
が
研
究
主
体
に
よ
る
理
解
不
可

能
性
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
の
で
は
な
い
が
、
固
有
性
の
美
的
価
値
認
識
は
研
究
主
体
の
偏
在
性

に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
理
解
は
こ
の
場
合
、
必
ず
し
も
作
品
の
肯
定
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

  

二 

作
品
は
多
層
的
な
体
系
の
層
序
で
あ
り
、
層
序
の
表
層
は
作
品
ご
と
に
入
り
組
み
方
が
異
な
る

こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
体
系
が
部
分
的
に
は
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
。

一
方
で
慣
習
的
な
連
辞
性
に
従
っ
た
場
合
、
表
現
と
し
て
凡
庸
・
拙
劣
な
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
れ

ら
を
秤
量
し
広
義
の
美
的
価
値
認
識
を
行
う
の
は
研
究
主
体
で
あ
る
。
作
品
研
究
の
主
体
と
し
て

の
固
有
の
存
在
者
は
時
代
と
と
も
に
認
識
能
力
の
可
能
性
を
増
大
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

同
時
に
社
会
形
成
の
中
で
絶
え
ず
均
一
化
の
危
険
性
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
外
的
事
情

か
ら
有
限
性
を
無
意
識
の
う
ち
に
越
境
し
て
し
ま
う
存
在
者
も
い
る
。
そ
う
し
た
特
別
な
感
性
を

主
体
が
強
い
ら
れ
た
場
合
、
有
限
性
の
越
境
と
い
う
苛
烈
さ
の
解
釈
は
十
分
な
時
間
を
要
す
る
こ

と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
の
熟
成
は
眺
望
の
融
合
と
い
う
意
味
で
研
究
主
体
の
生

の
中
で
結
節
点
等
の
要
所
の
凝
縮
さ
れ
た
時
間
性
を
解
き
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
も
た
ら
さ
れ

な
い
。 

作
品
と
の
対
峙
は
ま
だ
し
も
、
時
代
と
隔
絶
し
た
、
あ
る
い
は
屹
立
し
た
、
飛
躍
や
断
絶
、
時

間
性
の
異
な
り
に
満
ち
た
作
品
に
沈
潜
す
る
作
品
内
在
解
釈
は
対
象
が
調
和
的
で
あ
れ
ば
研
究
主

体
に
と
っ
て
も
穏
便
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
的
に
は
そ
う
し
た
作
品
を
対
象
と
す
る
研
究
ば
か

り
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
作
品
内
在
解
釈
は
本
来
、
研
究
主
体
に
と
っ
て
危
険
な
こ
と
に

属
す
る
。
作
品
世
界
に
は
い
ま
だ
安
定
し
た
社
会
的
共
通
認
識
が
存
在
し
な
い
ば
か
り
か
、
作
中

世
界
か
ら
の
出
口
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
作
品
に
内
在
し
続
け
、
環
世
界
認
識
を
有

意
に
更
新
す
る
、
あ
る
い
は
間
隙
か
ら
外
部
を
発
見
す
る
こ
と
が
解
釈
者
の
使
命
で
あ
る
。
虚
構

の
濃
淡
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
現
実
と
の
距
離
の
遠
近
の
調
節
、
構
成
要
素
の
変
更
、
多
次
元
的

枠
構
造
の
越
境
も
含
め
て
、
既
存
の
固
着
し
た
認
識
を
刷
新
し
、
具
体
的
な
存
在
者
の
認
識
可
能

性
を
作
品
に
お
い
て
探
究
す
る
学
（W

issen
sch

aft

）
と
し
て
文
芸
学
は
そ
の
意
義
を
有
す
る
。 

ソ
ン
デ
ィ
の
場
合
で
は
研
究
対
象
と
な
る
作
品
の
し
ば
し
ば
空
疎
に
「
詩
的
」
と
呼
ば
れ
か
ね

な
い
「
恣
意
と
制
御
不
可
能
な
も
の
」
の
「
危
険
」
を
直
視
し
つ
つ
、
文
芸
学
の
「
責
務
」
と
し

て
あ
え
て
作
品
世
界
を
引
き
受
け
る
。
作
品
に
沈
潜
し
つ
つ
未
知
の
認
識
の
深
み
か
ら
の
視
界
を

記
述
す
る
こ
と
が
文
芸
学
の
使
命
で
あ
る
と
の
確
信
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
作
品
の
時
代
と

解
釈
者
の
時
代
の
必
然
的
な
懸
隔
と
連
続
性
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
性
急
な
感
性
の
融
合
は
そ
こ

に
亀
裂
・
深
淵
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
時
代
の
認
識
が
そ
の
時
代
の
抜
き
ん
で
た
解
釈

者
の
認
識
に
追
い
つ
け
な
い
場
合
に
は
解
釈
者
は
深
淵
を
覗
き
込
ん
だ
ま
ま
戦
慄
と
と
も
に
佇
立

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
作
品
の
矛
盾
・
破
綻
、
意
味
の
過
剰
性
の
多
く
は
作
品
と
し
て
の
安
定
性

が
損
傷
し
て
い
る
、
な
い
し
未
完
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
偶
然
の
生
の
越
境
に
よ
る
創
作
者
の
心

身
の
自
明
性
の
損
傷
が
作
品
に
直
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
ソ
ン
デ
ィ
の

研
究
の
姿
勢
は
そ
う
し
た
作
品
に
共
感
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。 

自
明
性
が
失
わ
れ
た
状
況
に
お
い
て
解
釈
者
の
心
身
の
保
全
・
自
己
へ
の
帰
還
可
能
性
は
、
記

述
行
為
と
い
う
、
客
観
的
に
存
在
し
、
追
理
解
し
う
る
社
会
的
・
言
語
的
迂
回
路
に
よ
っ
て
か
ろ
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う
じ
て
保
持
さ
れ
る
。
一
般
に
は
公
衆
に
よ
る
消
費
効
果
も
含
め
解
釈
基
盤
の
構
築
・
継
承
に
よ

っ
て
内
部
的
に
断
裂
し
た
精
神
・
作
品
へ
の
接
近
も
時
代
の
推
移
と
と
も
に
一
般
化
し
次
第
に
可

能
性
の
基
盤
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
前
述
し
た
ソ
ン
デ
ィ
の
言
う
研
究
（F

o
rsch

u
n

g

）
は
そ
う
し
た

徴
表
の
指
摘
・
集
積
の
も
と
で
認
識
の
高
み
と
し
て
継
承
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 
 

も
ち
ろ
ん
例
外
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
時
代
に
抜
き
ん
出
よ
う
と
す
る
あ

る
種
の
性
急
さ
は
生
か
ら
の
逸
脱
に
陥
り
か
ね
な
い
こ
と
に
も
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

研
究
主
体
自
身
に
と
っ
て
譲
れ
な
い
自
己
同
一
性
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
。
ま
た
、

そ
う
し
た
事
態
へ
の
対
応
と
し
て
あ
え
て
主
体
的
解
釈
を
留
保
し
、
完
全
と
は
言
い
が
た
い
言
語

的
論
理
性
に
の
み
依
拠
し
よ
う
と
す
る
動
向
も
一
部
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
研
究
主
体
の

倫
理
を
重
ん
じ
る
文
芸
学
に
と
っ
て
本
意
で
は
な
い
。
ソ
ン
デ
ィ
は
研
究
す
る
こ
と
（F

o
rsch

en

）

に
つ
い
て
そ
れ
が
か
つ
て 

問
う
こ
と
、
探
す
こ
と
（
注 

F
ra

g
en

 u
n

d
 S

u
ch

en

）
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
問
う

と
い
う
契
機
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
認
識
（
注 

E
rk

en
n

tn
is

）
と
い
う
契
機
が
、
こ
の
言
葉

の
内
容
か
ら
し
だ
い
に
失
わ
れ
て
ゆ
き
「
研
究
す
る
こ
と
」
は
単
な
る
「
探
す
こ
と
」
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
（
２
）

。 

と
述
べ
、
正
答
に
の
み
関
心
を
向
け
、
研
究
が
固
定
化
・
矮
小
化
・
平
均
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
自
動
化
・
単
純
化
・
標
準
化
は
存
在
者
の
固
有

性
を
剝
奪
し
、
統
計
的
な
人
一
般
と
い
う
あ
り
方
で
個
々
の
主
体
の
倫
理
と
責
任
を
集
団
の
中
に

埋
没
さ
せ
、
匿
名
と
い
う
様
態
で
の
暴
力
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
を
多
分
に
含
み
持
つ
こ
と
に
懸

念
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

  
 

三 

作
品
に
歴
史
性
を
見
出
し
、
美
的
価
値
認
識
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
文
芸
史
の
場
合
、
記
述

行
為
が
必
須
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
言
及
し
て
き
た（

３

。）

歴
史
的
思
考
を
す
る
こ
と
と
そ
れ
に

よ
っ
て
文
芸
史
を
記
述
す
る
こ
と
と
は
明
ら
か
に
次
元
が
異
な
る
。
文
芸
史
記
述
で
は
創
作
者
の

思
惟
を
越
境
し
て
作
品
間
の
関
連
の
中
で
の
作
品
の
意
義
を
記
述
す
る
ゆ
え
に
創
作
者
、
作
品
と

の
距
離
が
大
き
く
、
創
作
者
の
意
図
も
定
か
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
作
品
個
別
の
死
角
が
そ
こ

に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
記
述
者
を
脅
か
す
に
至
ら
な
い
と
い
う
側
面
も
確
か
に
あ
る
。
創
作
者
は

言
語
未
分
節
の
心
身
的
な
深
さ
を
残
し
て
い
る
の
に
対
し
、
作
品
は
す
で
に
言
語
分
節
化
さ
れ
た

も
の
と
し
て
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
文
芸
史
は
そ
れ
ら
を
補
完
的
に
使
用
す
る
。
文
芸
事
象
が

作
者
・
作
品
・
読
者
の
関
係
性
の
中
で
し
か
出
来
し
得
な
い
以
上
、
作
品
の
自
律
的
展
開
と
い
う

認
識
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

時
間
差
で
変
異
す
る
本
文
を
扱
う
記
述
者
の
認
識
は
不
安
定
と
な
り
、
時
間
性
に
翻
弄
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。
作
品
自
体
も
ま
た
研
究
主
体
に
と
っ
て
の
依
拠
す
べ
き
精
神
的
支
柱
で
あ
る
が
、

作
品
を
解
釈
し
そ
れ
を
歴
史
社
会
的
文
脈
の
中
で
か
け
が
え
の
な
い
徴
表
と
と
も
に
記
述
し
続
け

る
限
り
解
釈
者
は
自
己
の
保
全
に
と
っ
て
不
可
欠
な
固
有
の
言
語
的
徴
表
を
支
点
と
す
る
作
品
世

界
か
ら
の
自
己
へ
の
帰
還
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

記
述
は
時
に
過
誤
も
あ
り
え
、
責
任
上
そ
れ
は
訂
正
不
可
能
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。
見
解

を
撤
回
し
て
も
傷
痕
は
な
お
残
る
が
、
漸
近
線
的
輪
郭
を
描
き
続
け
る
未
成
熟
な
記
述
の
脆
弱
性

と
そ
の
対
極
に
あ
る
研
究
主
体
自
身
の
未
分
節
が
内
包
す
る
可
能
性
を
併
置
さ
せ
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
抹
消
で
き
な
い
も
の
の
傍
ら
で
未
分
節
の
分
節
化
が
そ
れ
を
補
完
す
る
可
能
性
は
多
分

に
あ
る
。 

記
述
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
純
白
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
か
た
く
な
な
固
有
性
で
は
な
く
、

可
能
性
と
し
て
の
固
有
性
の
形
成
へ
の
自
由
と
責
任
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
つ
の
円
の
位
置
関
係

の
よ
う
に
創
作
者
と
解
釈
者
の
位
置
関
係
は
そ
の
懸
隔
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
実
際
的
な
軋

轢
が
生
じ
る
。
共
振
的
に
作
用
す
る
同
心
円
以
外
で
は
懸
隔
が
な
く
な
れ
ば
そ
の
解
釈
は
陳
腐
な

だ
け
で
意
義
は
少
な
い
、
あ
る
い
は
常
識
の
追
認
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
い
わ
ゆ
る
大
衆
性
は

現
状
の
矮
小
化
さ
れ
た
世
界
観
の
追
認
に
よ
る
充
足
の
傾
向
で
あ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。 

も
ち
ろ
ん
公
衆
性
と
し
て
把
握
し
直
す
時
そ
れ
が
必
ず
し
も
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
孤
立
す
る
研
究
と
は
異
な
り
、
作
品
の
消
費
・
流
布
・
社
会
形
成
を
通
し
て
作
品
へ
の
要
求

水
準
の
押
し
上
げ
に
寄
与
す
る
こ
と
も
多
い
。
翻
っ
て
作
品
が
屹
立
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も

公
衆
の
社
会
的
要
求
水
準
を
長
期
に
渡
っ
て
超
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
研
究
・

記
述
主
体
と
は
様
態
こ
そ
異
な
る
が
、
公
衆
も
ま
た
自
ら
の
論
評
に
責
任
を
持
つ
必
要
性
を
認
識

す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
そ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
絶
え
ず
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。 

 

繰
り
返
す
が
問
い
が
問
い
の
場
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
の
は
、
問
い
の
場
を
具
体
的
に
構
成
す

る
固
有
の
歴
史
社
会
的
心
身
の
保
全
の
要
求
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
研
究
の
遂
行
主
体

が
有
限
な
存
在
者
と
し
て
公
衆
と
同
じ
社
会
的
日
常
性
の
中
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
く
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
疲
労
し
な
い
、
あ
る
い
は
睡
眠
の
な
い
研
究
主
体
は
想
定

し
が
た
い
。

 

 

一 

関 

高 

専 

研 

究 

紀 

要 

 

第 

五 

六 

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 



 

3 

心
身
の
保
全
と
い
う
限
り
、
そ
こ
に
は
広
義
の
暴
力
、
な
い
し
は
言
論
弾
圧
、
拘
束
の
問
題
も

当
然
視
野
に
入
る
。
倫
理
性
は
研
究
の
自
由
と
一
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
老
病
死
と

い
う
限
定
も
同
様
に
視
野
に
入
る
。
た
だ
、
老
病
死
は
個
人
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
暴
力
は
明
ら
か
に
不
当
で
不
条
理
な
人
為
的
・
排
他
的
行
為
で
あ
る
。
現
代
に
お

い
て
あ
ま
り
に
も
深
刻
で
ほ
と
ん
ど
抵
抗
し
え
な
い
ま
で
に
先
鋭
化
し
た
暴
力
に
対
し
て
個
人
が

苦
痛
か
ら
身
を
守
れ
る
範
囲
は
決
し
て
大
き
く
は
な
く
、
研
究
に
は
こ
れ
ら
暴
力
に
対
し
可
能
な

限
り
兆
候
の
内
に
公
的
に
問
う
こ
と
で
暴
力
を
抑
止
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
（
４
）

。 

作
品
の
中
の
単
な
る
好
ま
し
い
も
の
の
選
択
で
は
な
く
、
そ
の
選
択
肢
が
い
か
な
る
差
異
の
微

視
的
権
力
の
集
合
か
ら
生
じ
て
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
選
択
肢
に
窺
え
る
生
活
世
界
で
の

対
立
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
力
動
性
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
固
有
の
存
在
者
が
行
為
と
し
て

の
問
い
に
よ
っ
て
作
品
に
沈
潜
す
る
場
合
、
対
象
と
の
距
離
を
し
ば
し
ば
無
視
し
て
接
近
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
問
い
は
無
関
心
、
傍
観
の
対
極
に
位
置
す
る
。
傍
観
は
し
ば
し
ば

不
当
な
支
配
に
消
極
的
に
加
担
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
立
場
は
決
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
（
５
）

。 

問
い
と
は
何
か
、
と
い
う
同
語
反
復
の
よ
う
な
研
究
上
の
言
語
的
問
い
は
、
歴
史
社
会
的
文
脈

の
中
で
固
有
の
存
在
者
が
あ
る
関
係
網
の
中
に
歴
史
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
先
入
見
と
し
て
の
一

定
の
方
向
性
を
も
ち
な
が
ら
言
を
通
し
て
主
体
的
に
沈
潜
・
内
在
化
し
、
そ
の
位
置
か
ら
時
間
と

と
も
に
変
容
す
る
眺
望
を
言
語
的
に
認
識
し
て
、
忘
却
し
え
な
い
自
己
の
記
憶
の
側
に
引
き
取
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
先
入
見
は
多
く
個
人
の
経
験
的
価
値
認
識
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
偏
在
的
な
価
値
認
識
で
は
あ
る
が
生
き
ら
れ
た
時
間
は
あ
る
一
定
の
安
定
性
と
倫
理
的
内

省
を
す
で
に
経
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
先
入
見
も
含
め
そ
う
し
た
自
己
の
記
憶
は
忘
却
し
え
な
い

記
述
と
い
う
補
完
に
よ
っ
て
よ
り
強
固
に
自
己
か
ら
分
離
し
え
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

  

結
語 

問
い
と
答
え
と
い
う
、
従
来
一
対
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
概
念
は
、
答
え
が
作
品
の
中
に
不

確
定
な
が
ら
も
存
在
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
答
え
が
問
い
の
中
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
正
答
を
探
す
と
い
う
の
は
何
ら
か
の
権
威
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
選
択

肢
か
ら
何
か
を
選
択
す
る
だ
け
の
明
ら
か
に
意
義
の
矮
小
化
さ
れ
た
行
為
に
過
ぎ
な
い
。
問
い
が

あ
く
ま
で
作
品
の
提
起
す
る
事
象
の
更
な
る
究
明
で
あ
る
こ
と
を
失
念
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
問
い
と
答
え
と
い
う
単
純
化
さ
れ
た
図
式
に
よ
る
把
握
は
い
わ
ば
正
答
主
義
と
い
う
べ
き
も

の
で
し
か
な
く
、
問
い
の
本
来
の
意
義
の
忘
却
に
陥
り
か
ね
な
い
。 

作
品
に
沈
潜
す
る
た
め
に
は
誰
の
た
め
の
何
の
た
め
の
問
い
か
と
い
う
固
有
性
を
め
ぐ
る
絶
え

ざ
る
内
省
が
要
請
さ
れ
る
。
歴
史
美
学
（
ソ
ン
デ
ィ
の
言
う
歴
史
学
的
美
学
）
は
体
系
的
な
普
遍

性
を
時
間
性
の
も
と
に
解
体
・
再
統
合
す
る
。
問
わ
れ
る
も
の
の
多
面
性
ゆ
え
に
一
つ
の
問
い
に

よ
っ
て
別
な
問
い
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
意
識
し
つ
つ
、
問
い
の
有
す
る
未
分
節
を
分
節
化

し
非
同
一
的
に
収
斂
さ
せ
て
ゆ
く
言
と
言
の
時
間
性
の
作
用
に
再
度
認
識
の
明
証
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 
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た
だ
し
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
研
究
会
に
よ
る
と
本
稿
で
参
照
し
た
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
の
著
作
集
に
は
誤
植

等
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。 

 
 

（
３
）
渡
辺
仁
史
「
文
芸
史
の
可
能
性
」
、「
文
芸
史
記
述
の
方
法
」
『
文
芸
史
の
可
能
性
―
―

平
安
文
芸
史
新
攷
―
―
』
新
典
社 

平
成
２
４
・
８ 

 

（
４
）
無
名
の
死
を
強
い
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
固
有
の
死
を
奪
わ
れ
る
暴
力
を
想
起
す
る
と
、 

非
日
常
の
裂
け
目
に
は
し
ば
し
ば
日
常
の
層
序
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
暴
力
に
至
る

何
ら
か
の
歴
史
社
会
的
不
整
合
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
不
整
合
の
意
味
す
る
社
会
的
矛

盾
に
よ
る
確
執
を
察
知
し
た
上
で
広
義
の
暴
力
の
高
揚
・
陶
酔
に
対
し
て
は
そ
れ
を
停

滞
・
鈍
化
さ
せ
、
攻
撃
を
回
避
し
、
何
が
大
衆
を
煽
動
す
る
の
か
熟
考
す
る
必
要
が
あ

る
。
高
揚
・
陶
酔
以
上
に
警
戒
が
必
要
な
の
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
「
散
文
的
冷
静
さ
」

の
方
で
あ
る
。
歴
史
的
制
約
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
肯
定
的
に
こ
の
概
念
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
衆
性
と
は
一
線
を
画

す
そ
う
し
た
分
析
的
で
む
し
ろ
冷
徹
な
情
念
は
現
代
に
お
い
て
す
で
に
蔓
延
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
相
互
の
緊
張
・
平
衡
関
係
の
中
に
し
か
も
は
や
平
静
は
存
続
し
え
な
く
な
っ
て
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い
る
。
存
在
の
重
圧
に
耐
え
う
る
す
み
や
か
で
自
在
な
個
の
意
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
同
時
に
、
陶
酔
で
は
な
く
問
い
続
け
る
通
奏
低
音
の
よ
う
な
か
き
消
さ
れ
な
い
言
葉

を
自
己
の
証
し
と
し
て
記
憶
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
暴
力
へ
の
抵
抗
の
端
緒
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。 

 
 

（
５
）
渡
辺
仁
史
「
文
芸
史
記
述
の
文
体
」
『
文
芸
史
の
可
能
性
―
―
平
安
文
芸
史
新
攷
―
―
』

新
典
社 
平
成
２
４
・
８
（
初
出
「
「
文
芸
史
の
た
め
の
基
礎
的
考
察
（
二
）
―
―
褶
曲

す
る
文
体
の
可
否
―
―
」
『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
４
１
号 

平
１

９
・
２
）
） 

（
二
〇
二
一
年
九
月
二
十
九
日
受
理
） 
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