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三

文
学
の
研
究
に
は
、
文
学
が
わ
か
る

と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
訓
話
注
釈
に
終
始
し
て
い
る

人
で
も
、
そ
の
作
者
の
も
っ
て
い
る
文

学
的
情
熱
に
無
理
解
で
は
完
壁
な
注
解

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

文
学
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
に
は
、

文
学
形
成
の
諸
要
素
に
そ
れ
ぞ
れ
の
理

解
を
ゆ
き
と
ど
か
せ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
が
、
最
も
基
本
的
｝

な
と
こ
ろ
で
は
、
表
現
を
う
な
一

が
し
た
作
者
の
問
題
意
識
に
対
）

し
て
周
到
な
理
解
を
も
つ
こ
と

だ
ろ
う
と
思
う
。
問
題
意
識
は
《

主
と
し
て
、
社
会
の
問
題
、
人

生
の
問
題
、
人
間
関
係
の
問
題
に
よ
り

多
く
集
中
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
小

説
や
戯
曲
の
場
合
に
そ
れ
は
顕
著
に
あ

ら
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
問
題
意
識
が
、
最
も
生
彩

を
も
っ
て
表
わ
れ
る
の
は
人
物
形
象
で

あ
る
。
江
戸
期
の
戯
作
、
と
く
に
読
本

や
草
双
紙
あ
た
り
で
は
、
善
玉
悪
玉
の

弱
い
が
正
し
い
人
間

、

い
タ
イ
プ
と
見
、
昇
を
新
し
い
タ
イ
プ

と
見
、
そ
こ
で
作
者
は
文
三
を
否
定
し

た
の
だ
と
す
る
よ
う
な
妙
な
意
見
が
出

た
り
す
る
の
は
そ
の
例
に
な
ろ
う
。
そ

う
い
う
意
見
が
出
る
の
は
、
文
三
の
形

象
に
否
定
的
な
に
お
い
が
あ
る
こ
と
に

由
来
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
基
本
的
に

二
葉
亭
の
人
生
観
・
世
界
観
を
知
っ
て

形
で
、
作
者
の
モ
ラ
ル
（
ら
し
き
も
の
）

が
表
出
さ
れ
る
が
、
近
代
文
学
に
な
る

と
、
そ
う
い
う
類
型
化
が
退
け
ら
れ
る

の
で
、
ど
の
人
物
を
作
者
は
支
持
し
て

い
る
の
か
、
ど
の
人
物
を
否
定
し
て
い

る
の
か
と
ま
ど
う
場
合
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
。

二
葉
亭
の
『
浮
雲
」
で
、
文
三
を
古

和
田
繁
二
郎

お
れ
ば
、
二
葉
亭
の
自
噸
癖
の
な
せ
る

わ
ざ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
文
三
の
堅
持
し
よ
う

と
す
る
正
直
の
倫
理
を
支
柱
と
し
て
文

三
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば

肯
定
し
よ
う
と
し
て
苦
し
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

少
し
飛
躍
し
た
感
想
に
な
る

一
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
三
を
否

一
定
し
た
と
い
う
よ
う
な
意
見
を

一
出
す
人
は
、
昇
的
な
人
で
は
な

一
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
自
由

一
主
義
の
圧
制
家
」
で
あ
る
課
長

の
よ
う
な
人
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

近
代
文
学
は
と
く
に
、
弱
い
が
正
し

い
人
間
の
苦
し
み
を
描
い
て
、
社
会
の

悪
に
プ
ロ
テ
ス
ト
し
た
秀
作
が
多
い
。

そ
こ
で
、
弱
い
が
正
し
い
人
間
に
つ
い

て
は
、
そ
の
苦
し
み
が
わ
か
る
人
で
な

い
と
十
分
な
研
究
は
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。七
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