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文
学
史
研
究
は
文
学
批
評
と
区
別
す
る
こ
と

が
難
し
い
。
文
学
史
研
究
の
多
く
は
文
学
批
評

の
手
法
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
再
解
釈
す
る
も

の
で
あ
り
、
歴
史
研
究
と
の
関
連
性
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
文
学
史
を
し
て

歴
史
学
の
一
つ
と
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
明
ら

か
に
弱
め
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

文
学
史
研
究
の
歴
史
学
化
と
い
う
の
は
、
両
岸

の
近
現
代
文
学
研
究
の
重
要
な
流
れ
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
は
、
文
学
史
研
究

が
現
代
の
知
識
生
産
と
学
問
分
野
間
の
研
究
競

争
の
中
で
感
じ
て
い
る
圧
力
だ
け
が
原
因
な
の

で
は
な
く
、
文
学
史
研
究
に
内
在
し
て
い
る
要

求
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
郜
元
宝

が
、「
現
在
の
専
業
作
家
と
明
ら
か
に
異
な
る

の
は
、
近
代
の
文
学
者
は
文
学
界
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
分
野
に
も
身
を
置
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…
…
近
代
文
学
史
と

近
代
社
会
史
（
と
り
わ
け
社
会
史
を
凝
縮
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
政
治
史
）
は
緊
密
に
絡
み
合
い

一
体
化
し
て
い
〉
1
〈

る
」
と
指
摘
し
た
も
の
な
の
で

あ
る
。
文
学
史
研
究
を
歴
史
学
化
さ
せ
て
い
く

過
程
に
お
い
て
、
文
学
史
と
歴
史
学
の
相
互
作

用
は
重
要
な
研
究
ス
タ
イ
ル
を
形
成
し
て
き

文学と歴史学の相互作用と 
文学史研究から歴史学への潮流
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た
。
陳
寅
恪
の
「
詩
史
互
証
」、
お
よ
び
顧
頡

剛
の
古
典
に
基
づ
く
古
代
史
研
究
の
手
法
は
、

い
ず
れ
も
文
学
史
研
究
の
重
要
な
参
考
と
な

り
、
ま
た
格
好
の
模
範
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

近
現
代
文
学
研
究
の
領
域
に
お
い
て
、
本
当
の

意
味
で
文
学
史
と
歴
史
学
が
相
互
作
用
す
る
こ

と
は
決
し
て
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
研
究

者
は
往
々
に
し
て
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
っ
て
し

ま
っ
て
お
り
、
両
面
性
を
具
え
る
に
い
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。
あ
る
者
は
文
学
史
に
重
き
を
置

い
て
歴
史
学
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
あ
る
者
に

は
歴
史
学
が
あ
る
だ
け
で
文
学
史
が
な
い
。
言

い
換
え
る
と
、
あ
る
一
定
の
意
味
に
お
い
て
、

文
学
史
研
究
は
学
際
的
な
研
究
の
一
つ
な
の
で

あ
る
。
数
多
の
文
学
史
上
の
問
題
は
、
歴
史
学

と
文
学
研
究
が
結
合
し
た
状
況
に
お
い
て
こ

そ
、
よ
り
よ
き
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
研
究
者
に
よ
り
高
い
レ

ベ
ル
で
の
研
究
活
動
が
求
め
ら
れ
る
。

　

台
湾
出
身
の
在
日
研
究
者
黄
英
哲
は
、
比

較
的
早
い
時
期
か
ら
文
学
史
研
究
の
歴
史
学

化
の
潮
流
に
注
目
し
つ
つ
、
学
際
的
な
研
究

を
進
め
て
き
た
。
長
き
に
わ
た
っ
て
、
台
湾
の

近
現
代
に
お
け
る
重
要
な
作
家
に
関
す
る
資
料

の
収
集
、
整
理
を
精
力
的
に
進
め
て
き
た
ほ

か
、
彼
は
文
学
史
研
究
の
領
域
に
お
い
て
一
次

資
料
に
基
づ
く
個
別
研
究
に
重
き
を
置
い
て
き

た
。
す
な
わ
ち
「
し
っ
か
り
と
作
家
自
体
を

把
握
す
る
こ
と
を
媒
介
役
と
し
て
社
会
政
治

や
思
想
文
化
、
文
学
の
移
り
変
わ
り
を
考
察

す
〉
2
〈
る
」
こ
と
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

成
果
は
、
少
し
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
去
“
日
本

化
”
再
“
中
国
化
”
│
│
戦
後
台
湾
文
化
重
建

（1945 ‒1947

）』（
麦
田
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。

以
下
『
重
建
』
と
記
す
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
書
籍
の
中
で
、
黄
英
哲
は
台
湾
の

光
復
初
期
に
お
い
て
、
許
寿
裳
が
主
導
し
た

「
台
湾
省
編
訳
館
」
を
中
心
と
し
、
魯
迅
の
思

想
に
基
づ
い
て
、
台
湾
に
お
い
て
「
新
た
な
五

四
運
動
」
を
起
こ
し
、「
去
日
本
化
」
す
な
わ

ち
日
本
的
な
も
の
を
取
り
除
き
、「
中
国
化
」

し
て
い
こ
う
と
す
る
文
化
改
造
の
目
標
の
実
現

が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
書
籍
は
、
王
徳
威
に
「
台
湾
史
に
お
け
る

最
初
の
戦
後
文
化
復
興
に
関
す
る
著
作
で
あ
る

と
い
え
〉
3
〈

る
」
と
し
て
評
価
さ
れ
、
同
時
に
魯
迅

研
究
の
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
研
究
と
し
て
重
要
な
成

果
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
、
個
別
研
究
と
、
文

学
史
と
歴
史
学
を
相
互
作
用
さ
せ
る
研
究
ス
タ

イ
ル
は
継
続
さ
れ
、
黄
英
哲
の
新
著
『
漂
泊
與

越
境
│
│
両
岸
文
化
人
的
移
動
』
で
は
研
究

視
野
を
両
岸
文
化
人
の
漂
泊
と
越
境
に
広
げ

て
、
豊
富
な
資
料
か
ら
歴
史
の
大
き
な
流
れ
の

中
に
身
を
置
い
た
知
識
人
た
ち
の
思
想
的
足
跡

を
探
求
し
て
い
る
。
該
書
で
研
究
範
囲
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
張
深
切
、
陶
晶
孫
、
許
寿
裳
な

ど
戦
後
の
台
湾
文
学
形
成
に
重
要
な
影
響
を
与

え
た
文
学
者
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
文
学
と
多

少
距
離
が
あ
る
知
識
人
楊
基
振
を
含
み
、
さ
ら

に
台
湾
と
香
港
を
行
き
来
し
た
作
家
施
叔
青
も

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
を
選
び
深
く

考
察
し
て
個
別
研
究
を
進
め
た
理
由
は
、
ま
さ

に
黄
英
哲
が
「
中
国
、
日
本
、
台
湾
を
頻
繁
に

往
来
し
た
文
化
人
が
、
分
裂
し
情
勢
が
不
安
定

で
あ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
学
問
を

求
め
、
あ
る
い
は
政
治
的
要
因
の
た
め
に
、
異

郷
を
漂
泊
し
た
こ
と
は
、
も
と
も
と
は
固
定
的

で
あ
っ
た
文
化
に
流
動
性
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ

う
し
た
文
化
人
の
邂
逅
は
、
近
代
の
東
ア
ジ
ア

の
離
散
と
い
う
経
験
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の

だ
っ
〉
4
〈

た
」
と
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
。
複
雑
で

多
元
的
な
研
究
対
象
は
、
本
書
を
台
湾
文
学
研
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究
の
重
要
な
一
部
た
ら
し
め
、
ま
た
中
国
語
に

よ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
文
学
に
つ
い
て
の
研
究
と

し
て
新
た
な
視
角
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。

　
『
漂
泊
與
越
境
』
で
提
示
さ
れ
た
数
多
く
の

個
別
研
究
は
す
べ
て
同
じ
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
一
次
資
料
が
極
め
て
豊
富
な

の
で
あ
る
。
張
深
切
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
許

寿
裳
に
し
て
も
、
黄
英
哲
は
そ
の
全
集
や
日

記
な
ど
の
基
礎
的
文
献
の
研
究
整
理
活
動
に

関
わ
っ
て
き
た
。
一
九
八
八
年
、『
張
深
切
全

集
』
が
台
湾
文
経
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、
台

湾
文
学
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
文
献
と
な
っ

た
。
全
集
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
時
期
は
、
作

者
の
死
か
ら
す
で
に
三
〇
年
余
り
経
ち
、
こ
の

作
者
に
よ
る
数
多
の
作
品
の
初
版
か
ら
は
、
さ

ら
に
半
世
紀
も
の
時
間
が
経
過
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
全
集
の
編
纂
は
極
め
て
難
し
い
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
黄
英
哲
は
全
集
の

編
纂
活
動
に
多
大
な
労
力
を
費
や
し
て
い
る
。

『
漂
泊
與
越
境
』
の
第
一
章
で
あ
る
「
張
深
切

的
政
治
與
文
学
」
は
、
は
じ
め
は
『
張
深
切
全

集
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
、
原
題
は
「
総

論
：
張
深
切
的
政
治
與
文
学
」
で
あ
る
。
張
深

切
研
究
に
お
け
る
こ
の
文
章
の
重
要
性
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
研
究
の
中
で
、
黄
英

哲
は
張
深
切
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
と
り
わ
け
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
左
翼
文
化
活
動
に
参

画
し
た
張
深
切
が
、
当
時
の
中
国
大
陸
の
左

派
知
識
人
と
同
じ
揺
る
ぎ
な
き
民
族
主
義
者

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
逆
に
、
日
本
統
治
時
代
の
台

湾
に
生
ま
れ
、
日
本
で
教
育
を
受
け
、
二
〇
歳

に
な
っ
て
よ
う
や
く
両
岸
で
の
活
動
を
始
め
た

張
深
切
は
、
か
な
り
複
雑
な
国
家
や
民
族
に
つ

い
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
た
。

一
九
二
〇
年
代
、
上
海
と
広
州
で
革
命
活
動
に

従
事
し
て
い
た
時
、
張
深
切
は
台
湾
自
治
協
会

や
広
東
台
湾
革
命
青
年
団
な
ど
の
組
織
に
積
極

的
に
参
加
し
、
台
湾
独
立
を
強
く
主
張
し
て
い

る
。
だ
が
、
張
深
切
が
主
張
し
た
「
台
湾
独

立
」
と
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
台
独
」
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
張
深
切
や
そ
の
革
命
同

志
が
大
陸
で
唱
え
た
台
湾
独
立
と
は
、
台
湾

の
「
回
帰
祖
国
」〔
訳
注
＝
祖
国
へ
の
復
帰
〕

の
望
み
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
台
湾
独
立
を

主
張
し
た
の
で
あ
〉
5
〈

る
。「
回
帰
無
望
」〔
祖
国
復

帰
の
望
み
が
な
い
〕
と
い
う
歴
史
上
の
前
提
を

見
落
と
し
て
は
、
張
深
切
の
政
治
思
想
と
彼
の

初
期
文
化
活
動
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
注
目
す
る
に
値
す
る
の
は
、
張
深
切

は
決
し
て
は
じ
め
か
ら
文
芸
界
に
身
を
投
じ
よ

う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
文
芸
的

な
関
心
が
密
に
結
合
し
一
体
化
す
る
文
芸
の
啓

発
的
作
用
こ
そ
、
張
深
切
が
重
要
視
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
客
観
的
な
環
境
に

お
い
て
、
政
治
運
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
時
、
彼
は
自
然
と
文
学
活
動
に
移
っ
た
の

で
あ
〉
6
〈

る
」。
張
深
切
の
文
芸
に
つ
い
て
の
功
利

主
義
的
な
理
解
と
立
場
は
、
そ
の
文
芸
活
動
を

中
国
左
翼
文
芸
と
似
た
も
の
に
さ
せ
た
の
だ
っ

た
。
そ
の
中
で
も
、
文
芸
を
政
治
に
奉
仕
さ
せ

る
と
い
う
の
は
、
張
深
切
の
文
芸
活
動
に
お
け

る
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
黄
英
哲
の
考
察
を
通

し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
張
深
切
の
文
芸

に
対
す
る
功
利
主
義
的
な
認
識
が
一
貫
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
〇

年
代
、
革
命
的
な
動
き
が
退
潮
し
て
し
ま
う

と
、
張
深
切
は
早
々
に
政
治
の
混
迷
か
ら
離
れ

て
映
画
製
作
へ
と
身
を
投
じ
て
い
る
の
だ
が
、
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映
画
『
邱
罔
舍
』
撮
影
時
、
彼
は
「
寓
教
於

楽
」〔
楽
し
く
学
ぶ
〕
と
い
う
信
念
を
や
は
り

堅
持
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
「
教
」

の
意
味
は
す
で
に
民
族
革
命
や
独
立
自
彊
で
は

な
く
、「
台
湾
語
の
映
画
を
改
革
し
、
台
湾
語

作
品
を
映
画
界
の
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
が
目

的
で
あ
っ
〉
7
〈
た
」。
黄
英
哲
は
張
深
切
の
文
芸
活

動
に
つ
い
て
、「
張
深
切
の
文
学
活
動
は
政
治

活
動
の
代
替
の
域
を
出
る
も
の
で
は
終
始
な

か
っ
〉
8
〈

た
」
と
適
切
に
総
括
し
て
い
る
。
こ
の
評

価
は
評
者
に
よ
る
張
深
切
の
文
芸
思
想
と
政
治

思
想
全
体
に
つ
い
て
の
的
確
な
把
握
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

　

張
深
切
と
比
較
し
て
、
楊
基
振
は
文
芸
分
野

に
深
く
立
ち
入
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
を
研
究
対
象
と
し
た
黄
英
哲
の
意
図
は
、
大

き
な
変
革
の
時
代
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
知
識
人

個
人
の
生
命
経
験
を
通
し
て
、
戦
前
か
ら
戦
後

に
い
た
る
台
湾
の
知
識
人
た
ち
の
思
想
的
な
移

り
変
わ
り
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
一
九
四
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
一
九
五
〇

年
末
に
か
け
て
の
楊
基
振
日
記
の
精
密
な
読
解

に
よ
っ
て
、
黄
英
哲
は
楊
基
振
の
多
重
的
な
性

格
を
指
摘
し
た
。
異
な
る
時
期
や
場
所
に
お
い

て
、
楊
基
振
は
異
な
る
役
を
演
じ
て
お
り
、
思

想
も
絶
え
ず
変
化
し
、
ひ
い
て
は
矛
盾
を
き
た

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
こ
う
し
た

多
重
的
な
性
格
と
個
人
像
は
、
こ
れ
ま
で
の
一

つ
の
性
格
だ
け
し
か
認
め
ず
、
人
物
を
政
治
的

傾
向
と
い
う
一
面
の
み
で
区
別
す
る
思
考
モ
デ

ル
を
打
破
し
〉
9
〈
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、

長
き
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
「
非
此
即

彼
」
と
い
う
二
者
択
一
に
よ
る
人
物
の
政
治
評

価
の
仕
方
に
対
し
て
挑
戦
を
突
き
つ
け
る
も
の

で
あ
っ
た
。
日
記
と
い
う
特
殊
な
文
献
に
基
づ

く
歴
史
的
な
調
査
研
究
は
、
硬
直
し
た
理
論
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
知
的

生
産
に
対
し
て
極
め
て
大
き
な
学
術
的
な
意
義

を
も
つ
の
で
あ
る
。

　

張
深
切
と
楊
基
振
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
研

究
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
魯
迅
「
藤
野
先
生
」
に
つ
い
て
の

研
究
は
、
研
究
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
黄
英
哲
は
長
き
に
わ
た
っ
て
魯
迅
と

台
湾
文
学
と
の
複
雑
な
関
係
に
関
心
を
寄
せ
続

け
て
お
り
、『
重
建
』
の
中
で
彼
が
行
っ
た
魯

迅
の
「
異
郷
」
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
研
究

は
、
一
つ
の
研
究
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
新

著
『
漂
泊
與
越
境
』
で
、
黄
英
哲
は
魯
迅
の
名

作
「
藤
野
先
生
」
が
戦
後
初
期
、
す
な
わ
ち
台

湾
の
重
要
な
転
換
期
に
お
い
て
、
そ
れ
が
占
め

た
文
化
的
位
置
お
よ
び
そ
の
象
徴
的
意
味
に
つ

い
て
歴
史
学
化
し
た
研
究
を
進
め
た
。
著
者
は

「
藤
野
先
生
」
の
戦
後
に
お
け
る
台
湾
で
の
出

版
状
況
や
、
そ
の
在
地
文
化
の
変
動
と
の
関
係

を
考
察
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み

込
み
、
こ
の
有
名
な
文
学
作
品
が
一
九
四
五
年

末
に
創
刊
さ
れ
た
日
本
人
居
留
民
の
雑
誌
『
新

声
』
に
再
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
文
化
的
な
出
来

事
に
つ
い
て
の
全
面
的
な
考
察
を
通
し
、
戦
後

台
湾
に
と
ど
ま
っ
た
日
本
の
知
識
人
た
ち
が
戦

前
の
中
国
観
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
、

あ
る
い
は
顧
み
た
の
か
を
探
り
、『
新
声
』
に

「
藤
野
先
生
」
が
再
掲
載
さ
れ
た
の
は
、「
戦
前

の
日
本
帝
国
主
義
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
戦

前
日
本
の
中
国
観
に
対
す
る
反
省
の
意
味
が

あ
っ
〉
10
〈
た
」
と
解
読
し
た
の
で
あ
る
。「
藤
野
先

生
」
が
戦
後
初
期
に
日
本
語
雑
誌
に
掲
載
さ
れ

た
意
味
を
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
、
黄
英
哲
は

魯
迅
の
作
品
や
そ
の
思
想
の
台
湾
に
お
け
る
伝

播
史
を
詳
細
に
解
き
ほ
ぐ
し
、「
藤
野
先
生
」

が
戦
後
掲
載
さ
れ
た
時
期
が
ち
ょ
う
ど
台
湾
に
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お
け
る
第
二
次
魯
迅
ブ
ー
ム
の
前
夜
で
あ
っ
た

こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
〉
11
〈

た
。
著
者
は
『
新
声
』
創

刊
の
過
程
、
特
に
そ
の
創
刊
趣
旨
と
組
織
構
成

に
つ
い
て
考
証
を
進
め
、
続
け
て
該
誌
と
台
湾

行
政
長
官
公
署
間
と
の
緊
密
な
関
係
を
見
い
だ

し
た
。『
新
声
』
の
刊
行
に
は
政
治
的
な
役
割

が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
立
場
は
当
時
送
還

を
待
ち
つ
つ
台
湾
に
滞
留
し
て
い
た
日
本
人
と

留
用
さ
れ
て
い
た
日
本
人
の
「
蝉
の
抜
け
殻
の

よ
う
な
卑
屈
感
」
を
啓
発
す
る
た
め
の
も
の

で
、
戦
後
に
お
け
る
中
日
の
相
互
協
力
、
友
好

を
喚
起
す
る
宣
伝
刊
行
物
で
あ
っ
〉
12
〈

た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
黄
英
哲
は
、
雑
誌
『
新
声
』
に
「
藤

野
先
生
」
の
抜
粋
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
、
当

時
の
台
湾
行
政
長
官
公
署
の
在
留
日
本
人
に
対

す
る
基
本
政
策
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ

り
、
該
誌
の
意
図
が
「
藤
野
先
生
」
を
「
友
好

の
象
徴
」
と
し
て
、
中
日
友
好
を
宣
伝
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著

名
な
文
学
テ
ク
ス
ト
の
空
間
的
移
動
は
単
な
る

場
所
の
変
化
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
テ
ク
ス

ト
を
再
生
産
す
る
上
で
重
要
な
過
程
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
現
象
を
解
読
す
る
と
い
う

の
は
、「
考
鏡
源
流
」〔
源
流
を
考
究
す
る
〕
と

い
う
姿
勢
で
、
そ
の
文
化
の
変
動
を
解
き
ほ
ぐ

し
た
後
、
文
学
作
品
が
新
た
な
言
葉
の
中
に
生

み
出
し
た
新
し
い
意
味
を
深
く
掘
り
下
げ
て

い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
藤
野
先

生
」
を
研
究
対
象
と
し
て
、
黄
英
哲
が
行
っ
た

歴
史
学
化
さ
せ
た
個
別
研
究
は
、
彼
が
長
き
に

わ
た
っ
て
進
め
て
き
た
魯
迅
に
つ
い
て
の
ロ
ー

カ
ラ
イ
ズ
研
究
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
な
の
で

あ
る
。
同
時
に
、
こ
れ
は
、
文
学
研
究
の
ロ
ー

カ
ラ
イ
ズ
と
歴
史
学
化
は
分
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
の
実
現
に
は
歴
史
学
化
を

介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
変
動
す
る
台
湾
文
学
や
台
湾
文
化

に
お
け
る
魯
迅
の
意
味
は
、
絶
え
間
な
く
展
開

さ
れ
て
い
く
個
別
研
究
を
経
な
け
れ
ば
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
黄
英
哲
は
『
重
建
』
の

中
で
、
許
寿
裳
と
台
湾
省
編
訳
館
に
つ
い
て
深

く
研
究
を
進
め
た
が
、
今
回
の
新
著
『
漂
泊
與

越
境
』
の
中
で
、
新
た
な
研
究
の
方
向
を
打
ち

出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
許
寿
裳
と
戦
後
の
台
湾

研
究
の
展
開
で
あ
る
。
魯
迅
を
精
神
的
支
柱
と

し
て
、
新
た
な
五
四
運
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
国
民
性
の
改
造
を
進
め
た
ほ
か
に
、
許

寿
裳
は
台
湾
研
究
に
力
を
注
い
で
お
り
、
戦
後

の
台
湾
研
究
ブ
ー
ム
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
も

い
え
る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
一
般
に
重
視
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
明
ら
か
な
こ
と
は
、
戦
後
展

開
し
た
台
湾
研
究
が
直
面
し
た
最
も
重
要
な
問

題
は
、
日
本
の
研
究
者
が
行
っ
た
台
湾
研
究
の

成
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
許
寿
裳
は
民

族
主
義
の
束
縛
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

「
台
湾
に
は
科
学
的
な
研
究
の
雰
囲
気
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
日
本
人
の
研
究
が
模
範
に
な
っ
て

い
る
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
日
本
人
に
よ
る
研

究
の
功
績
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
日
本
は
侵
略

国
家
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
の
学
術
活

動
は
残
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
全
国
の
研
究
者

は
研
究
を
続
け
て
成
果
を
大
い
に
上
げ
、
わ
れ

ら
の
建
国
に
役
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日

本
人
に
よ
る
台
湾
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
、

彼
ら
の
著
作
も
大
変
豊
富
な
の
で
あ
〉
13
〈

る
」
と
理

性
的
に
指
摘
し
た
。
一
年
に
も
満
た
な
い
期
間

の
中
で
、
許
寿
裳
が
主
導
し
た
台
湾
省
編
訳
館

は
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
著
作
の
整
理
を
始

め
る
な
ど
、
台
湾
研
究
に
と
っ
て
卓
越
し
た
貢



189──書評　文学と歴史学の相互作用と文学史研究から歴史学への潮流

献
を
果
た
し
、
今
な
お
台
湾
の
学
術
界
に
重
要

な
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
台
湾
研
究
が
盛
ん
に
発
展
し
て
き
た

の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
度
量
の
大
き
な
思
想

的
な
品
格
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
台
湾
文

学
史
研
究
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
あ
る
研

究
者
は
、「
台
湾
文
学
史
は
単
な
る
一
地
域
の

文
学
史
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
も
っ
と

広
範
な
中
国
語
文
学
史
、
ひ
い
て
は
世
界
文
学

史
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
に
台
湾
文
学
と
世
界
文
学
史
と
を
結
び
付

け
る
に
は
、
他
の
歴
史
観
と
の
対
話
の
可
能
性

を
保
っ
て
お
く
必
要
が
あ
〉
14
〈

る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
黄
英
哲
が
施

叔
青
の
『
香
港
三
部
曲
』
を
本
書
の
研
究
視
野

に
入
れ
た
深
層
の
意
味
が
理
解
し
や
す
い
。
施

叔
青
の
作
品
の
う
ち
、「
植
民
地
香
港
を
舞
台

と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
や
作
者
が
歴
史
や
テ
ク
ス

ト
か
ら
遊
離
し
た
姿
勢
を
、
台
湾
の
植
民
地
経

験
と
対
比
さ
せ
た
寓
意
的
な
表
〉
15
〈

現
」
を
す
る
も

の
以
外
は
、
台
湾
文
学
の
範
囲
の
中
に
組
み
込

ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
的
な
台
湾

文
学
の
境
界
を
越
え
た
世
界
規
模
の
中
国
語
文

学
と
し
て
の
意
識
を
体
現
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
黄
英
哲
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
施
叔
青

は
台
湾
の
海
外
作
家
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き

だ
が
、
そ
の
『
香
港
三
部
作
』
は
単
な
る
香
港

文
学
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
台
湾
文
学
で
も

あ
る
の
〉
16
〈

だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
台
湾
文
学
が

受
け
入
れ
る
範
囲
の
境
界
は
開
放
的
で
あ
る
べ

き
な
の
で
あ
〉
17
〈
る
」。

　

注
目
す
べ
き
は
、
両
岸
の
は
ざ
ま
で
漂
泊
し

た
台
湾
知
識
人
の
文
化
面
で
の
足
跡
に
つ
い
て

の
考
察
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
魯
迅
の
「
異

郷
」
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
研
究
、
あ
る
い

は
台
湾
と
香
港
を
行
き
来
し
た
施
叔
青
を
も
台

湾
文
学
の
版
図
に
組
み
入
れ
た
一
連
の
歴
史
学

的
研
究
が
、
多
元
的
に
開
放
さ
れ
、
構
築
さ
れ

た
り
、
ま
た
解
体
さ
れ
た
り
す
る
台
湾
文
学
の

意
識
、
ひ
い
て
は
台
湾
研
究
の
観
念
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
学
者
曹
永
和
は
、

「
私
た
ち
は
東
ア
ジ
ア
か
ら
台
湾
の
発
展
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
台
湾
か
ら
東
ア
ジ
ア
の

歴
史
的
変
遷
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
台
湾
研
究
こ
そ
正
真
正
銘
の
学
問
で
あ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
〉
18
〈

る
」
と
か
つ
て

指
摘
し
た
。
こ
の
学
問
こ
そ
「
台
湾
学
」
な
の

で
あ
る
。
曹
永
和
は
台
湾
史
あ
る
い
は
台
湾
学

を
構
築
す
る
こ
の
構
想
に
つ
い
て
、
台
湾
史
研

究
と
そ
の
他
の
地
域
史
研
究
が
互
い
に
参
考
し

合
う
関
係
を
強
調
し
た
。
こ
の
「
周
辺
か
ら
台

湾
を
見
る
」
と
い
う
研
究
の
視
角
は
時
間
と
場

所
を
超
越
し
た
学
術
的
な
空
間
と
動
力
を
与
え

う
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
両
岸
の
研
究
者
の

台
湾
学
に
つ
い
て
の
認
識
は
異
な
っ
て
お
り
、

研
究
姿
勢
も
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
両
岸
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
学
術
界
に
お
い

て
勢
い
を
増
し
つ
つ
あ
る
台
湾
学
の
発
展
を
阻

害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
台
湾
学
は
日
に
日

に
有
力
な
学
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
陳
孔
立

は
『
台
湾
学
導
論
』
に
お
い
て
、「
台
湾
学
」

は
地
域
研
究
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
現
在
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
り
、

現
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
別

に
進
め
る
研
究
以
外
に
お
い
て
は
、
各
分
野
が

互
い
に
よ
り
浸
透
し
合
い
、
密
接
に
連
携
す
る

学
際
的
な
総
合
研
究
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
〉
19
〈

た
。
さ
ら
に
朱
双
一

は
台
湾
学
の
研
究
範
囲
を
い
っ
そ
う
拡
大
さ
せ

た
。
彼
は
、「
台
湾
学
」
は
実
際
の
内
容
に
お

い
て
台
湾
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
「
知
識
」
の
総

和
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
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る
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
現
在
」
に
重
点
を

置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う

で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
歴
史
」
を
な
お
ざ
り

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
台

湾
の
「
現
在
」
と
台
湾
の
「
歴
史
」
は
密
接
で

分
か
つ
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
と
述
べ

た
の
で
あ
〉
20
〈
る
。
現
在
、
台
湾
学
の
重
要
な
領
域

と
は
台
湾
文
学
と
歴
史
学
の
研
究
で
あ
り
、
そ

の
成
果
は
日
に
日
に
多
大
な
成
果
を
上
げ
つ
つ

あ
る
。
代
表
的
な
も
の
に
は
、
国
立
中
央
図
書

館
台
湾
分
館
が
刊
行
し
た
『
台
湾
学
国
際
学
術

研
討
会
│
│
植
民
與
近
代
化
論
文
集
』（
二
〇

〇
八
年
）、
二
〇
〇
七
年
か
ら
国
立
中
央
図
書

館
台
湾
分
館
が
出
し
て
い
る
『
台
湾
学
系
列
講

座
専
輯
』
シ
リ
ー
ズ
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
研
究

対
象
は
台
湾
文
学
史
を
含
む
ば
か
り
で
な
く
、

台
湾
社
会
史
な
ど
多
く
の
領
域
の
内
容
を
も
含

ん
で
い
る
。
実
際
、
台
湾
学
自
体
に
内
包
さ
れ

る
豊
富
な
構
成
要
素
は
、
そ
の
研
究
方
法
を
学

際
的
な
総
合
研
究
と
さ
せ
、
研
究
の
空
間
範
囲

を
国
境
や
地
域
を
超
越
さ
せ
た
も
の
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、『
漂

泊
與
越
境
』
の
豊
富
な
内
容
を
再
考
し
て
み
る

と
、
そ
う
し
た
研
究
ス
タ
イ
ル
が
該
書
で
実
践

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
黄
英
哲
の
両
岸
文
化
人
に
つ
い
て
の
研
究

は
、
学
問
分
野
の
面
で
は
文
学
領
域
を
カ
バ
ー

し
た
上
で
、
さ
ら
に
歴
史
学
研
究
に
力
を
注
い

で
お
り
、
空
間
面
で
は
台
湾
や
香
港
、
中
国
大

陸
、
日
本
の
四
つ
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、『
漂
泊
與
越
境
』
は
学
際

的
研
究
の
モ
デ
ル
と
し
て
文
化
研
究
に
繰
り
入

れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
張
深
切
と
楊

基
振
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
許
寿
裳
や
陶
晶

孫
、
施
叔
青
は
、
い
わ
ゆ
る
「
境
界
」
の
両
側

を
さ
ま
よ
い
、
行
き
来
し
て
い
た
。
し
か
し
、

地
理
的
空
間
上
の
自
然
条
件
に
よ
る
隔
た
り
以

外
の
「
境
界
」
の
多
く
は
、
文
化
あ
る
い
は
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
上
に
人
為
的
に
構
築
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
台
湾
文
学

と
は
台
湾
と
い
う
一
地
域
に
限
ら
れ
た
も
の
で

は
あ
り
え
ず
、
台
湾
学
も
単
な
る
台
湾
に
つ
い

て
の
研
究
で
は
な
い
。
主
体
的
に
「
境
界
」
を

ま
た
い
で
こ
そ
、
人
々
が
入
り
乱
れ
複
雑
な
関

係
に
あ
る
状
態
の
中
で
、
台
湾
文
学
の
内
在
的

構
成
要
素
や
豊
富
な
台
湾
学
の
研
究
成
果
を
初

め
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
は
当
然

な
が
ら
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
文
学
と
歴
史
学
が
相
互
作
用
す
る
中
で
個

人
の
歴
史
経
験
を
探
り
、
続
け
て
歴
史
的
事
実

に
即
し
て
論
点
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
台

湾
文
学
史
ひ
い
て
は
台
湾
学
の
研
究
は
さ
ら
に

い
っ
そ
う
充
実
し
、
明
確
な
も
の
と
な
り
え
る

の
で
あ
る
。
実
際
、
豊
富
な
資
料
に
基
づ
き
真

摯
な
研
究
姿
勢
で
著
さ
れ
〉
21
〈
た
、
黄
英
哲
の
新

著
『
漂
泊
與
越
境
│
│
両
岸
文
化
人
的
移
動
』

は
、
す
で
に
「
越
境
」
し
は
じ
め
て
お
り
、
文

学
か
ら
歴
史
学
へ
と
二
つ
の
領
域
に
ま
た
が
る

台
湾
研
究
の
重
要
な
著
作
と
な
っ
て
い
る
。
許

寿
裳
た
ち
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
戦
後
の
台
湾

研
究
を
整
理
す
れ
ば
、
黄
英
哲
の
研
究
は
、
そ

の
学
術
史
の
流
れ
の
中
に
す
で
に
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
王
徳
威

が
「
現
在
の
台
湾
は
新
た
な
歴
史
的
挑
戦
に
直

面
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
や
姿
勢
が
鋭

く
対
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
絡
み
合
う
中
、

時
機
よ
く
『
漂
泊
與
越
境
』
は
登
場
し
た
と
い

え
〉
22
〈

る
」
と
述
べ
た
と
お
り
な
の
で
あ
る
。
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