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文
学
作
品
を
読
む
こ
と
、
そ
し
て
、
文
学
研
究
と
称
さ
れ
る
営
み
の
、
主
な
作
業
と
は
、
ま
ず
こ
の
こ
と
に
尽
き
る
と
思

わ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
も
の
条
件
・
課
題
が
あ
り
、
思
い
の
ほ
か
難
し
い
。

し
か
も
、
そ
れ
は
読
み
の
精
度
や
歴
史
的
妥
当
性
、
資
料
的
根
拠
の
有
無
、
な
ど
と
い
っ
た
議
論
以
前
に
、「
書
か
れ
た

言
葉
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
難
し
い
。

た
と
え
ば
、「
書
か
れ
た
言
葉
」
は
何
語
な
の
か
、
地
域
や
世
代
の
特
性
は
ど
の
程
度
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
か
、
言
葉

の
来
歴
や
文
化
的
背
景
、
単
語
や
言
い
回
し
レ
ベ
ル
で
の
含
意
な
ど
、
気
に
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、
い
く
ら
で
も
数
え
あ
げ

ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
不
特
定
多
数
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
近
代
小
説
が
、
読
者
に
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

自
体
が
、
何
か
し
ら
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
て
く
る
。

こ
こ
で
、
言
葉
を
介
し
た
伝
達
‐
理
解
の
難
し
さ
が
寓
話
の
よ
う
に
書
か
れ
た
、
谷
崎
由
依
「
国
際
友
誼
」
か
ら
、
次
の

一
節
を
引
い
て
み
た
い
。

言
葉
が
通
じ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
。
男
子
学
生
は
な
す
す
べ
も
な
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
あ

の
こ
ろ
思
い
、
い
ま
も
ま
た
思
っ
て
い
る
。
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
交
わ
し
た
言
葉
の
あ
と
で
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
通

じ
な
か
っ
た
。
ど
れ
も
こ
れ
も
が
日
本
語
と
し
て
、
確
か
に
意
味
は
わ
か
る
の
に
、
確
か
に
自
分
に
ぶ
つ
か
る
く
せ
に

意
味
を
す
り
抜
け
逃
げ
て
い
く
。
元
恋
人
と
の
そ
う
し
た
会
話
は
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
と
い
う
よ
り
も
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル

の
よ
う
だ
っ
た
。

―
―
わ
た
し
は
ず
っ
と
、
遠
く
か
ら
、
あ
な
た
に
助
け
を
求
め
て
い
た
。

そ
う
言
っ
た
彼
女
の
そ
の
あ
な
た
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
誰
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う）

1
（

。

こ
こ
で
物
語
上
の
文
脈
は
措
く
が
、
男
子
学
生
が
元
恋
人
と
の
会
話
を
振
り
返
っ
た
場
面
で
あ
る
。
男
子
学
生
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
言
葉
は
紡
が
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
理
解
で
き
た
、
そ
れ
で
も
残
っ
た
の
は
「
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
」
と

い
う
実
感
な
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
い
え
ば
、
一
単
語
の
指
示
内
容
す
ら
、
時
間
を
か
け
て
も
掴
め
ず
に
い
る
。
し
か
も
こ

れ
は
、
同
一
の
日
本
語
間
で
起
き
て
い
る
事
態
で
あ
る
。
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こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
言
葉
に
よ
る
伝
達
‐
理
解
が
難
し
い
な
ら
ば
、
そ
こ
に
、
異
な
る
複
数
の
言
語
を
前
提
と
し
た
翻

訳
と
い
う
営
み
が
関
わ
っ
た
場
合
の
困
難
は
、
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
。
そ
れ
で
も
／
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
書
の
各
論
が
照
準
を

あ
わ
せ
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
文
学
に
お
け
る
翻
訳
で
あ
る
。
そ
の
際
、
各
論
を
ゆ
る
や
か
に
つ
な
ぐ
キ
ー
ワ
ー

ド
が
、
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
、「
流
通
・
受
容
・
領
有
」
で
あ
る
。

ご
く
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
翻
訳
に
よ
っ
て
文
学
作
品
の
流
通
圏
は
拡
張
さ
れ
、
読
者
は
増
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
読
者

（
を
は
じ
め
と
し
た
何
か
し
ら
）
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
時
に
、
翻
訳
は
企
画
‐
実
現
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
ニ
ー
ズ

が
自
然
発
生
的
な
こ
と
は
少
な
く
、
二
つ
の
言
語
圏
の
い
ず
れ
か
に
、
何
か
し
ら
の
も
く
ろ
み
が
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
異
文
化
理
解
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
文
化
的
先
進
国
へ
の
憧
憬
か
ら
植
民
地
支
配
や
戦
時
下
に
お
け
る
敵
国

研
究
ま
で
、
そ
の
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
一
応
は
原
文
と
訳
文
と
の
等
価
性
が
原
則
だ
と
さ
れ
る
翻
訳
を
通
じ

て
、
逐
語
的
な
訳
文
か
ら
新
た
な
創
作
に
近
い
訳
文
ま
で
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
み
だ
さ
れ
、
そ
こ
に
、
企
画
者
・

翻
訳
者
・
読
者
の
思
惑
が
意
識
的
／
無
意
識
的
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
く
。
表
現
者
の
動
機
を
起
点
と
す
る
芸
術
一
般
と
は
異

な
り
、
翻
訳
が
「
あ
ら
か
じ
め
「
読
者
＝
他
者
の
目
」
を
想
定
し
た
表
現
行
為）

2
（

」
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
当
然
の
帰
結
と
も

い
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
翻
訳
が
生
み
だ
す
何
か
し
ら
の
余
剰
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
当
の
翻
訳
は
も
と
よ
り
、
そ
の
周

辺
の
機
制
や
欲
望
を
明
る
み
に
だ
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
書
に
寄
せ
ら
れ
た
六
本
の
研
究
論
文
で
は
、
翻
訳
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
文
学
を
研
究
対
象
と
し
て
設
定
し
、
翻
訳

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
（
文
学
者
・
翻
訳
者
、
出
版
社
・
企
画
、
書
籍
・
雑
誌
な
ど
）
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
時
代
・
地
域
・
テ
ー
マ
を
視
界
に
収
め
な
が
ら
、
翻
訳
と
し
て
の
文
学
の
係
争
的



14

な
局
面
を
、
重
な
り
と
ズ
レ
を
も
っ
て
描
き
だ
す
だ
ろ
う
。
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鴻
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季
子
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だ
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う
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作
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』（
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、
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〇
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八
）、
一
五
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。


