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文
学
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の

方
法
概
念
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
本
質
（
主

体
概
念
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ

き
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
つ
み
か
さ

ね
に
よ
っ
て
作
家
論
が
構
築
さ
れ
る
。

文
学
研
究
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
は
も

は
や
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
文
学
研
究
の
現
状
は
、
か
な
ら
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
正

当
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
《

に
も
み
え
る
。
か
っ
て
芭
蕉
は
、
ゞ

『
笈
の
小
文
』
で
自
己
の
紀
行
》

文
観
を
集
約
し
て
、
「
其
日
は
一

雨
降
、
昼
よ
り
晴
て
、
そ
こ
に
》

松
有
、
か
し
こ
に
何
と
云
川
流
ゞ
：

れ
た
り
な
ど
い
ふ
事
、
た
れ
だ
れ
も
い

ふ
輯
へ
く
党
侍
れ
ど
も
、
黄
奇
蘇
新
の
た

ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
ぱ
云
事
な
か
れ
」
と
述

令
へ
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
私
に
と
っ

て
は
、
ひ
と
つ
の
比
職
的
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
古
典
研
究
で
、
個

々
の
詞
章
の
典
拠
の
考
証
も
、
「
そ
こ

に
松
有
、
か
し
こ
に
何
と
云
川
流
れ
た

り
」
な
ど
の
実
証
だ
け
に
と
ど
ま
る
な

佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

ら
、
作
品
成
立
の
背
景
や
周
辺
に
、
た

だ
そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
に

終
わ
る
。
も
と
よ
り
考
証
や
実
証
が
無

用
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
問
題

、
、
、
、
、

は
、
そ
の
語
句
や
詞
章
が
そ
こ
に
あ
る

こ
と
が
、
作
品
主
体
の
発
想
や
本
質
に

ど
う
か
か
わ
る
か
の
認
識
で
あ
る
。
そ

の
考
証
が
、
作
品
主
体
の
証
明
に
有
用

で
あ
る
か
ど
う
か
の
論
証
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ

れ
ら
の
作
業
が
、
基
礎
学
と
し
て
、
ま

た
、
文
学
研
究
の
方
法
論
と
し
て
の
意

味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

最
近
、
あ
る
期
待
を
も
っ
て
読
ん
だ

一
つ
の
研
究
論
文
が
あ
る
が
、
や
は
り

そ
の
論
稿
も
、
「
そ
こ
に
松
有
、
か
し

こ
に
何
と
云
川
流
れ
た
り
」
の
提
示
だ

け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
論
証
の
な
い

水
田

潤

窓
意
的
な
作
品
論
は
、
も
と
よ
り
印
象

批
評
で
あ
り
評
論
に
と
ど
ま
る
。
し
か

し
、
論
証
と
は
資
料
の
提
示
だ
け
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
志
賀
直
哉
も
言
う

よ
う
に
、
文
学
作
品
は
、
作
家
の
手
か

ら
離
れ
た
瞬
間
か
ら
独
立
し
て
い
る
。

作
者
の
意
図
や
発
想
も
、
作
品
主
体
そ

の
も
の
が
証
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
形

象
論
や
文
体
論
が
文
学
研
究
に
と
っ
て

…
一
意
味
を
も
つ
の
は
、
こ
の
こ
と

一
に
よ
っ
て
い
る
。
作
家
の
モ
チ

．
－
フ
や
構
想
も
作
品
主
体
の
な

》
か
に
消
化
さ
れ
て
い
る
。
『
奥

一
の
細
道
』
の
「
荒
海
や
佐
渡
に

…
ゞ
よ
こ
た
ふ
天
河
」
の
句
を
、
出

雲
崎
で
の
地
理
や
天
文
学
か
ら
の
考
証

に
よ
っ
て
、
「
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
」
の

非
現
実
性
を
指
摘
す
る
こ
と
の
愚
を
笑

う
こ
と
の
で
き
る
研
究
主
体
の
あ
り
方

を
、
私
じ
し
ん
に
問
い
か
け
た
い
の
で

あ
る
。
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