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本
学
位
請
求
論
文
「
国
民
文
学
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
│
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批

判
の
理
路
と
隘
路
│
」
は
、
戦
時
下
と
戦
後
に
巻
き
起
こ
っ
た
「
国
民
文
学
」
を
め

ぐ
る
論
争
を
中
心
に
、そ
の
内
実
に
つ
い
て
同
時
代
言
説
と
具
体
的
な
当
時
の
作
品
、

文
学
理
論
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。「
国
民
文
学
」
と
い
う
語
彙
に
事
前
的
に

付
帯
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
生
産
装
置
と
い
う
単
一
的
な
評
価
を
退
け
、
往
時

の
時
代
状
況
の
中
で
「
国
民
文
学
」
が
持
っ
て
い
た
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
限
界
、

ま
た
そ
の
思
考
法
の
複
層
的
な
問
題
項
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
該
当
領
域
で
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
概
念
の
提
出
を
目
指
し

た
研
究
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
、
序
章
「
国
民
文
学
と
は
何
か
」、
第
一
章
「
戦
時
下
の
国
民

文
学
論
│
政
治
の
優
位
性
論
の
転
倒
│
」、
第
二
章
「
林
房
雄
『
青
年
』
│
国
民
文

学
作
品
へ
の
展
開
│
」（
附
参
考
資
料
【『
青
年
』
書
誌
、
お
よ
び
本
文
異
同
詳
細
】）、
第

三
章
「
戦
後
国
民
文
学
論
│
言
説
編
制
の
力
学
│
」、
第
四
章
「
佐
多
稲
子
「
み
ど

り
の
並
木
道
」
論
│
国
民
文
学
の
本
源
的
蓄
積
│
」、
第
五
章
「
戦
中
・
戦
後
の
差

異
と
反
復
│
革
命
運
動
の
理
論
と
天
皇
制
の
問
題
│
」、
結
章
「
近
代
の
超
克
へ
」、

お
よ
び
付
録
「
国
民
文
学
文
献
目
録
」
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
、
戦
中
の
一
九
三
七
年
に
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
国
民
文
学
論
お
よ
び

関
連
作
品
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
（
民
主
主
義
文
学
）
運
動
批
判
の
言
説
と
し
て

再
読
、
先
行
す
る
文
学
論
に
対
す
る
批
判
的
言
明
と
し
て
の
側
面
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
国
民
文
学
論
が
単
な
る
国
家
主
義
的
な
言
説
で
は
な
く
同
時
代
の
文
学
状
況
を

超
克
し
よ
う
と
す
る
係
争
的
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
そ
こ

に
看
取
さ
れ
る
前
代
の
反
復
を
剔
抉
す
る
こ
と
で
、
国
民
文
学
を
枠
付
け
た
限
界
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
特
に
こ
の
章
で
「
国
民
文
学
」
と
い
う
概
念
規
定

と
、
そ
の
実
際
的
な
生
成
の
経
緯
に
つ
い
て
が
、
描
出
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は

国
民
文
学
論
・
国
民
文
学
作
品
に
織
り
込
ま
れ
た
近
代
主
義
批
判
・
組
織
論
批
判
の

側
面
に
注
目
し
、「
国
民
文
学
」
が
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
孕
ま
れ
た

問
題
点
を
批
判
的
に
摂
取
し
揚
棄
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ

れ
ら
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批
判
の
論
理
と
し
て
理
論
的
必
然
性
を
持
っ
て
要

請
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
「
国
民
文
学
」
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
軛
と
な
っ
た
近
代
主
義
（
世
界

性
に
よ
る
現
場
の
捨
象
）・
組
織
的
硬
直
化
（
政
治
の
優
位
性
論
）
を
反
復
す
る
結
果
に

陥
り
、
過
去
の
問
題
点
を
未
解
決
の
ま
ま
次
代
へ
と
存
続
さ
せ
て
い
っ
た
様
相
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
具
体
的
に
林
房
雄
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
転
向
、
そ
し
て

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
加
担
と
い
う
振
幅
の
大
き
い
文
学
活
動
を
続
け
た
作
家
に
注
目
し

て
、
彼
が
戦
間
期
に
発
表
し
た
「
青
年
」
を
素
材
に
、「
国
民
文
学
」
の
根
底
的
な
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概
念
の
組
成
状
況
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
こ
の
作
品
は
数
度
に
亙
る
書
き
直
し
が
図

ら
れ
て
い
る
が
、
内
藤
氏
は
こ
れ
を
精
査
し
て
そ
の
改
稿
の
意
図
と
目
的
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
プ
リ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
見
ら
れ
る
創
作
上
の
方
法
論
が
、
改
稿
を
経
る

に
し
た
が
っ
て
「
国
民
文
学
」
の
概
念
枠
へ
と
近
づ
い
て
い
く
経
過
が
詳
述
さ
れ
て

い
る
。

　

第
三
章
で
は
戦
後
、一
九
五
二
年
に
論
壇
、文
壇
、学
会
な
ど
広
範
な
人
々
に
よ
っ

て
闘
わ
れ
た
国
民
文
学
論
争
を
採
り
上
げ
、
そ
の
経
緯
の
説
明
と
共
に
そ
こ
に
展
開

し
た
論
争
の
背
景
を
な
す
同
時
代
的
状
況
を
開
き
な
が
ら
、
一
体
そ
こ
で
何
を
文
学

に
求
め
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
追
求
し
て
い
る
。
竹
内
好
の
提
唱
に
始
ま
り
戦
後
最

大
の
論
争
と
な
っ
た
国
民
文
学
論
を
、
言
説
空
間
の
編
成
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
、

他
者
へ
の
回
路
を
開
き
つ
つ
、
同
時
に
特
定
の
他
者
を
排
除
す
る
機
制
を
持
つ
両
義

的
な
議
論
と
し
て
国
民
文
学
論
を
位
置
付
け
、国
民
文
学
論
に
内
包
さ
れ
る
政
治
性
・

暴
力
的
性
格
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
佐
多
稲
子
の
「
み
ど
り
の
並
木
道
」
と
い
う
小
品
を
採
り
上
げ
、
戦

後
民
主
主
義
運
動
と
国
家
弾
圧
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
に
、
第
三
章
で
考
察
し
た
国
民

と
い
う
概
念
化
と
同
時
に
行
わ
れ
る
他
者
の
排
除
・
疎
外
の
諸
相
を
探
り
、
国
民
的

合
意
と
い
う
「
民
主
主
義
」
が
一
方
に
占
領
か
ら
の
解
放
の
中
で
よ
り
強
い
国
民
規

範
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
側
面
を
剥
出
し
た
。

　

第
五
章
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
戦
中
・
戦
後
の
国

民
文
学
論
が
、
そ
の
理
論
的
核
心
に
お
い
て
、
史
的
唯
物
論
に
基
づ
い
た
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
待
望
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
文
学
論
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
完
遂
で
き
な
か
っ
た
問
題
を
探
り
な

が
ら
、
最
重
要
課
題
で
あ
る
天
皇
制
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
こ
こ
に
国
民
文
学
論
が
持
つ
近
代
主
義
批
判
・
組
織
論
批
判
の
限
界
を
見
出
し
、

残
さ
れ
た
課
題
が
次
の
論
争
を
生
起
さ
せ
た
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

結
章
の
「
近
代
の
超
克
へ
」
で
は
戦
中
戦
後
の
国
民
文
学
論
に
参
加
し
た
文
学
者

た
ち
が
、
理
論
的
な
趨
勢
と
し
て
必
然
と
し
て
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「〈
近

代
の
超
克
〉
論
」
を
素
材
に
、
国
民
文
学
論
は
日
本
近
代
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
問
題
を
残
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
考
察
し
よ
う
と
す
る
結
び
で
あ
る
。

こ
れ
は
今
後
の
研
究
方
向
も
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
無
い
。
な
お
、
付

録
の
「
国
民
文
学
文
献
目
録
」
は
明
治
期
よ
り
現
在
へ
至
る
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
国

民
文
学
に
関
す
る
文
献
を
蒐
集
・
整
理
し
た
目
録
で
収
録
件
数
は
、
全
五
〇
一
件
（
明

治
期
二
六
編
、
戦
中
期
一
四
一
編
、
戦
後
三
三
四
編
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
執
筆
枚
数

は
付
録
部
分
を
除
い
て
約
四
三
〇
枚
（
四
百
字
詰
め
換
算
）
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

論
文
審
査
は
二
〇
〇
八
年
七
月
十
一
日
（
金
）
午
後
５
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
、

末
川
記
念
会
館
第
二
会
議
室
に
て
公
開
に
て
行
わ
れ
た
。
審
査
委
員
は
中
川
成
美（
主

査
）、
西
川
長
夫
（
副
査
）、
木
村
一
信
（
副
査
）、
花
崎
育
代
（
副
査
）
の
４
名
で
あ
り
、

陪
聴
者
は
10
名
で
あ
っ
た
。

　

本
研
究
は
、
日
中
戦
争
下
の
一
九
三
七
年
、
お
よ
び
戦
後
占
領
期
の
一
九
五
二
年

に
生
起
し
た
国
民
文
学
論
争
と
そ
の
同
時
代
文
学
作
品
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運

動
批
判
の
論
理
、
特
に
「
政
治
と
文
学
」
の
関
係
性
に
対
す
る
係
争
的
論
理
と
し
て

読
み
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
民
文
学
」
と
い
う
言
葉
に
内
包
さ
れ
る
諸
概
念

と
問
題
点
を
析
出
し
、
国
民
文
学
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
永
続
的
な
問
い
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
国
民
国
家
と
文
化
の
関
係
に
ま
で
お
よ
ぶ
文
学
研
究
と
し

て
認
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
ず
、
請
求
者
の
要
旨
説
明
が
あ
っ
た
が
、
簡
潔

に
し
て
当
を
得
た
口
頭
説
明
で
あ
り
、
論
文
の
主
眼
点
、
お
よ
び
論
理
構
成
の
要
点

が
明
確
に
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
主
査
、
副
査
に
よ
る
以
下
の
質
疑
、
評
価
が
交
わ

さ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
文
化
研
究
の
側
面
で
も
看
過
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
「
国
民
文
学
」
論
争
に
着
目
し
た
テ
ー
マ
設
定
の
大
き
さ
を
、
各
審
査
委
員
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が
高
く
評
価
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
の
テ
ー
マ
の
設
定
動
機
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ

れ
た
が
、
一
般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
し
て
提
出
さ
れ
が
ち
な
こ
の
論
議
を
、
戦

間
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
連
関
か
ら
抽
出
し
て
そ
こ
に
論
議
を
凝
縮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
争
の
本
質
的
な
部
分
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
た
と
の
回

答
を
得
た
。
明
治
期
、
大
正
期
の
「
国
民
文
学
」
と
の
連
続
性
に
付
い
て
は
、
既
に

修
士
論
文
に
て
考
察
し
て
お
り
、
こ
の
博
士
論
文
で
は
テ
ー
マ
を
そ
の
点
に
絞
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
論
文
に
あ
り
が

ち
な
拡
散
的
な
印
象
は
払
底
さ
れ
、
か
な
り
明
確
な
形
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

と
の
類
縁
性
が
浮
上
し
て
、
論
旨
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
国
家
論
と
の
関
わ

り
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
こ
こ
で
活
か
さ
れ
て
、
国
民
文
学
論
が
も
っ
た
両
義
的
な

性
格
と
、
そ
の
論
理
の
限
界
に
つ
い
て
が
、
鮮
や
か
に
描
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
れ
が
た
め
に
お
そ
ら
く
は
そ
こ
に
関
与
す
る
右
翼
言
説
や
農
民
文
学
か

ら
の
参
画
な
ど
の
描
写
が
欠
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
口
頭
に
よ
る
質
疑
で
そ
の
点

に
付
い
て
は
厖
大
な
量
の
基
礎
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
、
そ
れ
ら
の
精
査
も
経
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
国
民
文
学
文
献
目
録
」
が
そ
の
一
端
で
あ

る
が
、
今
後
そ
れ
ら
を
含
み
こ
ん
だ
研
究
計
画
が
あ
る
こ
と
も
言
明
さ
れ
た
。

　

総
合
的
に
こ
の
論
文
が
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
は
各
審
査
委
員
か
ら
評
価
さ
れ
、

特
に
第
二
章
で
の
林
房
雄
「
青
年
」
分
析
は
、
文
献
研
究
と
文
学
理
論
研
究
の
双
方

が
見
事
に
結
び
合
っ
た
事
例
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
こ
れ
ま
で
の
海

外
文
献
を
含
め
た
文
学
理
論
、
思
想
研
究
の
蓄
積
が
寄
与
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

結
章
で
扱
わ
れ
た
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
の
分
析
は
こ
れ
か
ら
の
方
向
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
特
に
研
究
人
口
が
減
少
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
研
究
の

側
面
か
ら
も
将
来
が
期
待
さ
れ
、
該
当
分
野
の
み
な
ら
ず
広
く
活
躍
す
る
資
質
を

も
っ
た
人
材
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

申
請
者
の
質
疑
応
答
は
妥
当
で
あ
り
、
論
旨
も
明
確
で
あ
っ
た
。
審
査
者
か
ら
は

本
研
究
が
今
後
、
大
き
く
成
長
し
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
評

価
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
本
研
究
で
は
充
分
の
展
開
を
見
な
か
っ
た

国
民
文
学
の
世
界
的
な
現
象
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
あ
る
い
は
植
民
地
主
義
的

な
視
線
で
の
と
ら
え
な
お
し
な
ど
の
批
判
で
も
あ
る
の
だ
が
、
戦
略
的
に
テ
ー
マ
を

収
斂
さ
せ
た
背
景
を
な
す
潜
在
的
な
実
力
に
つ
い
て
も
充
分
に
了
解
し
て
、
本
研
究

の
公
刊
を
含
め
た
発
展
を
期
待
す
る
旨
が
発
言
さ
れ
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
既
に
、
日
本
近
代
文
学
会
、
昭
和
文
学
会
な
ど
当
該
分
野
に
お
け
る
審

査
付
き
学
会
誌
に
５
本
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
国
際
学
会
を

含
む
口
頭
に
よ
る
学
会
発
表
５
本
、
翻
訳
２
本
、
解
説
１
本
を
行
っ
た
。
学
会
で
の

し
か
る
べ
き
評
価
も
受
け
て
い
る
。語
学
力
に
関
し
て
は
英
語
は
本
論
文
サ
マ
リ
ー
、

ま
た
翻
訳
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
充
分
の
能
力
を
有
し
て
い
る
。
竹
内
好
研
究
と
の

関
係
か
ら
中
国
語
読
解
能
力
も
あ
る
。
外
国
語
に
関
す
る
能
力
は
十
分
に
備
わ
っ
て

い
る
も
の
と
判
断
す
る
。
な
お
、
二
〇
〇
八
年
四
月
以
降
は
本
学
ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ

ル
フ
ェ
ロ
ー
の
採
択
を
受
け
、
本
学
に
て
研
究
を
続
行
し
て
い
る
。

　

審
査
委
員
は
公
開
審
査
終
了
後
、
審
査
委
員
会
を
開
い
た
。
そ
の
結
果
、
本
学
学

位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す

る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。


