
20世紀後半の文学研究の流れ

文
学
研
究
は
、
た
ぶ
ん
諸
学
の
な
か
で
も
っ
と
も
暖
昧
な
領
域
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
心
と
い
う
不
可
思
議
な
も
の
に
か
か
わ
る
こ
と
、

言
語
表
現
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
動
態
と
し
て
は
多
様
な
も
の
に
か
か
わ
る

こ
と
、
そ
し
て
美
と
い
う
芸
術
の
分
野
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
あ
る

一
つ
の
方
法
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
領
域
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
原
因
が

あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
つ
い
最
近
ま
で
、
文
学
部
が
哲
学
、
歴
史
、

美
術
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
広
い
領
域
を
文
学
と
い
う
概

念
で
覆
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
人
文
学
が
文
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当

然
、
文
学
は
人
文
学
の
代
表
と
い
、
フ
だ
け
で
な
く
、
基
礎
で
も
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
文
の
学
と
し
て
、
話
し
方
、
書
き
方
な
ど
の
技
術

を
抱
え
、
広
く
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い

る
。
演
説
の
文
体
か
ら
法
律
、
記
録
、
日
記
の
文
章
な
ど
、
言
葉
の
表
現

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
が
文
学
に
含
み
う
る
要
素
を
も
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
研
究
の
対
象
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
領
域
に
向
け

ら
れ
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。

近
代
に
成
立
し
た
文
学
研
究
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
美
的
な

価
値
を
も
つ
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
文
学
研
究
の
対
象
に
し
た
。
し
か

し
、
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
自
体
こ
れ
ま
た
暖
昧
で
、
文
学
研
究
の

対
象
と
す
る
領
域
は
揺
れ
る
。
美
を
何
に
感
動
す
る
か
と
い
う
よ
う
に
言

二
○
世
紀
後
半
の
文
学
研
究
の
流
れ

例
会
５
０
０
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〈
古
代
文
学
研
究
の
新
世
紀
へ
〉

い
換
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
暖
昧
さ
は
は
っ
き
り
す
る
。
太
平
洋
戦
争
後
、

文
学
者
の
戦
争
責
任
追
究
の
流
れ
の
な
か
で
こ
の
問
題
は
深
刻
化
し
、
美

を
普
遍
的
に
決
め
る
理
論
と
し
て
、
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は

何
か
』
（
頸
草
書
房
、
一
九
六
八
年
）
が
出
た
。
文
学
者
の
責
任
論
議
は
、

い
わ
ゆ
る
日
本
的
な
文
化
へ
の
批
判
、
天
皇
制
批
判
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
も
の
、
そ
し
て
思
想
や
社
会
意
識
を
も
て
と
い
う
よ
う
な
倫
理

に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
、
文
学
の
美
を
基
準
に
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
ら
、
吉
本
の
論
は
以
降
の
文
学
論
に
決
定
的
な
影
響
を
与

えた。吉
本
の
「
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
は
、
何
よ
り
も
、
七
○
年
代

後
半
に
学
の
形
成
を
し
つ
つ
あ
っ
た
わ
れ
わ
れ
に
自
信
を
与
え
た
の
だ
と

思
う
。
文
学
研
究
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
資
料
に
基
づ
き
論
ず
る

と
い
う
ど
の
分
野
に
も
通
じ
る
単
純
な
も
の
だ
が
、
文
学
の
価
値
を
見
る

目
や
、
何
を
論
じ
る
か
の
方
向
が
吉
本
に
よ
っ
て
確
信
を
与
え
ら
れ
た
と

い
っ
て
い
い
。
文
学
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
別
の
価
値
基
準
で
見
る
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
の
基
準
は
言
語
表
現
に
し
か
な
い
と
い
、
う
こ
と
で
あ

る
。
実
は
、
こ
の
方
向
は
、
秋
山
塵
『
源
氏
物
語
の
世
界
」
（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
六
四
年
）
、
「
平
安
女
流
文
学
の
形
成
』
（
塙
選
書
、
一
九
六

七
年
）
、
三
好
行
雄
「
島
崎
藤
村
論
貴
至
文
堂
、
一
九
六
六
年
）
、
『
作
品
論

古
橋
信
孝
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の
方
法
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
七
年
）
の
元
に
な
っ
た
東
京
大
学
の
講
義

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
身
に
つ
け
つ
つ
あ
る
も
の
と
重
な
っ
て
い
た
。

た
だ
し
、
吉
本
は
続
け
て
『
共
同
幻
想
論
』
を
出
し
て
い
る
が
、
わ
れ

わ
れ
は
起
源
へ
遡
っ
て
考
え
る
と
い
う
思
考
方
法
も
身
に
つ
け
た
。
こ
の

思
考
は
、
人
文
科
学
と
し
て
文
学
研
究
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
科
学
的
な

方
法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
起
源
に
遡
る
こ
と
は
、
原
理
、
本
質
へ

の
思
考
だ
が
、
そ
れ
は
地
域
や
歴
史
に
よ
る
差
異
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
至

ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
や
言
語
表
現
を
普
遍
的
な
相

に
お
い
て
み
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
私
は
世
界
の

ど
の
地
域
に
も
通
じ
る
文
学
研
究
を
考
え
て
い
た
と
は
い
え
る
。

一
九
九
○
年
代
、
わ
れ
わ
れ
の
古
代
文
学
研
究
に
対
す
る
方
法
を
批
判

す
る
動
き
が
生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
普
遍
性
へ
の
志
向
に
対
す
る
批
判
と

い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
普
遍
的
な
相
で
作
品
を
押
さ
え
よ
う
と
す

れ
ば
、
作
品
の
も
っ
て
い
る
具
体
的
、
個
別
的
な
性
格
へ
の
把
握
が
薄
く

な
る
。
「
現
場
論
」
と
い
う
方
法
は
、
ま
さ
に
作
品
を
固
有
性
の
な
か
に
戻

そ
、
フ
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
も
、
個
人
を
過
剰
に
意
識
化
す

る
風
潮
と
重
な
っ
て
作
品
の
個
別
性
は
作
品
を
生
み
だ
す
者
の
個
別
性
と

か
か
わ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
作
品
が
生
ま
れ
る
寸
前
を
論
じ
よ
う
と

す
る
の
は
、
む
し
ろ
作
者
の
固
有
性
の
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
が

生
ま
れ
る
寸
前
は
、
実
は
書
き
手
に
と
っ
て
も
明
確
に
分
か
る
わ
け
で
は

な
い
。
現
場
論
が
神
秘
主
義
へ
共
感
し
て
い
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

神
秘
主
義
は
、
密
教
の
儀
礼
や
仏
具
を
見
れ
ば
気
づ
く
よ
う
に
、
荘
厳

な
派
手
な
美
を
生
み
だ
し
て
い
く
。
外
に
見
え
る
部
分
を
儀
式
ら
し
く
す

る
こ
と
で
、
中
心
に
あ
る
神
秘
性
が
ま
す
ま
す
濃
く
な
る
わ
け
だ
。
文
学

研
究
と
し
て
神
秘
主
義
に
か
か
わ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
表
現
の
問
題
に
ど

の
よ
う
に
迫
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
場
論
は
こ
の
問

題
が
欠
落
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
。
い
わ
ば
言
語
論
、
表
現
論
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
表
現
に
こ
そ
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
へ
の
反
発

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
対
象
に
す
る
作
品
に
対

し
て
文
学
と
い
う
価
値
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
平
安
期
の
漢

文
私
日
記
を
文
学
作
品
と
し
て
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
に
関

心
の
あ
る
者
は
、
歴
史
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
日
記
の
書
か
れ
た
社
会
の

あ
り
方
を
読
ん
で
い
く
が
、
何
よ
り
も
、
書
き
手
の
意
識
や
関
心
に
興
味

が
向
か
、
フ
。
た
と
え
ば
、
悪
夢
へ
の
そ
の
時
代
の
対
処
法
を
知
る
と
同
時

に
、
書
き
手
の
夢
へ
の
関
心
を
読
み
取
る
。
も
ち
ろ
ん
、
表
現
意
識
も
考

え
る
が
、
そ
れ
は
記
録
体
と
し
て
の
漢
文
と
い
う
文
体
の
時
代
性
、
そ
し

て
権
力
者
も
罵
倒
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
文
体
、
生
々
し
い
性
の
私
生

活
ま
で
書
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
文
体
と
仮
名
文
学
と
の
関
係
な
ど
、
日

記
の
文
体
そ
の
も
の
へ
の
興
味
が
中
心
で
、
漢
文
私
日
記
を
作
品
と
し
て

読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

す
で
に
「
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
五

年
）
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
神
謡
は
文
学
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は

な
い
が
、
神
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
、
書
く
意
識
を
も
っ
て
書

か
れ
る
よ
う
に
な
る
文
学
作
品
の
虚
構
性
と
同
じ
構
造
と
み
な
し
う
る
。

た
と
え
ば
、
神
授
の
も
の
で
あ
る
短
歌
形
式
自
体
が
虚
構
に
あ
た
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
短
歌
の
形
式
や
表
現
様
式
は
神
謡
を
元
に
す
る
が
、
神
謡

は
い
う
な
ら
ば
神
の
も
の
ら
し
く
、
神
の
世
の
も
の
ら
し
く
、
最
高
に
美

し
く
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
が
分
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
神
々
は
美
や
技
術
な
ど
に
お
い
て
、
最
高
な
も
の
と
し
て
幻
想
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
醜
さ
や
恨
み
な
ど
、
負
の
側
に
お
い
て
も
だ
。
い
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わ
ゆ
る
口
承
文
芸
も
、
構
成
や
定
形
的
な
表
現
に
お
い
て
美
の
共
同
性
を

も
つ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
文
学
作
品
と
同
じ
に
扱
い
う
る
。

文
学
研
究
者
は
、
文
学
体
だ
け
で
は
な
く
、
記
録
体
、
書
簡
体
、
日
記

体
な
ど
と
文
体
に
対
す
る
関
心
を
も
つ
。
こ
の
関
心
は
言
語
学
者
に
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
書
く
者
へ
の
関
心
に
繋
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

文
学
は
言
語
表
現
の
美
に
向
か
お
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
作
品
は
書

き
手
に
選
ば
れ
た
文
体
と
し
て
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
わ
け
だ
。

た
と
え
ば
、
な
ぜ
和
歌
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
、
フ
と
し
た
か
が
問
題
に
な

る
。
万
葉
集
の
場
合
、
漢
文
体
以
外
、
和
文
体
の
文
学
体
と
し
て
は
和
歌

し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
問
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。
た
だ
、
巻

十
六
の
物
語
的
な
題
詞
や
左
注
に
は
和
文
体
の
物
語
を
書
こ
、
フ
と
す
る
試

み
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
大
伴
旅
人
の
「
遊
舩
松
浦
河
序
」
（
巻
五
）

な
ど
の
、
中
国
の
古
典
を
読
む
な
か
で
、
自
分
も
書
い
て
み
よ
う
と
い
う

文
学
的
な
行
為
の
流
れ
の
中
な
か
で
成
立
し
た
（
「
物
語
文
学
の
誕
生
』

角
川
叢
書
、
二
○
○
○
年
）
。
そ
の
意
味
で
も
、
日
本
で
文
学
意
識
を
も

っ
て
書
か
れ
た
作
品
は
旅
人
の
「
遊
舩
松
浦
河
序
」
と
短
歌
で
は
な
い

か
。
柿
本
人
麿
を
そ
う
考
え
る
風
潮
が
あ
る
が
、
表
記
か
ら
文
学
意
識
を

探
る
こ
と
は
危
険
だ
し
、
和
歌
は
う
た
、
う
こ
と
を
装
、
フ
文
体
、
い
わ
ば
口

調
体
だ
か
ら
、
そ
の
表
記
か
ら
書
く
こ
と
の
意
識
を
探
る
こ
と
も
危
営
う

い
。
も
ち
ろ
ん
、
書
く
こ
と
に
絶
対
的
な
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま

た
作
品
と
し
て
の
価
値
も
書
く
こ
と
と
は
関
係
な
く
あ
る
。
や
は
り
、
文

学
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
に
行
き
着
く
の
だ
。

吉
本
は
言
語
の
美
を
自
己
表
出
性
に
見
出
そ
う
と
し
た
。
私
は
オ
キ
ナ

ワ
の
い
わ
ゆ
る
先
島
の
村
々
に
歌
い
継
が
れ
る
神
謡
や
、
祭
の
構
成
、
演

出
な
ど
に
繰
り
返
し
触
れ
る
な
か
で
、
む
し
ろ
共
同
性
と
し
て
の
美
に
価

値
を
見
出
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
八
重
山
の
大
プ
ー
リ
（
稲
の
豊
年

祭
）
の
仮
面
神
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
の
、
宮
良
の
登
場
の
仕
方
、
新
城

上
地
の
去
り
方
な
ど
、
人
々
の
待
ち
望
む
気
持
ち
、
別
れ
を
惜
し
む
気
持

ち
の
表
現
と
し
て
み
ご
と
と
し
か
い
い
よ
畳
フ
が
な
い
。
長
い
間
か
け
て
、

民
俗
が
作
り
上
げ
て
き
た
美
だ
が
、
た
ぶ
ん
美
と
し
て
作
ろ
う
と
し
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
誰
で
も
の
気
持
ち
と
し
て
も
っ
と
も
よ
い
表
現
に
な

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
神
の
側
の
行
為
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
近
代
で
い
う
美
と
虚
構
に
通
じ
る
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

だ
。
い
わ
ゆ
る
口
承
文
芸
が
類
型
的
な
表
現
を
も
つ
の
も
、
こ
の
問
題
と

深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
誰
で
も
が
理
解
し
、
感
動
す
る
と
幻
想
さ
れ
る

の
が
類
型
な
の
だ
。

し
か
し
、
こ
の
共
同
性
と
し
て
の
美
は
、
個
体
に
と
っ
て
の
幻
想
に
す

ぎ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
も
、
メ
キ
シ
コ
の
イ
ン
デ
ィ
オ

の
、
サ
ボ
テ
ン
か
ら
採
れ
る
強
烈
な
麻
薬
ペ
ョ
ー
テ
を
使
う
祭
祀
を
例
に

し
て
、
す
で
に
「
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
で
書
い
て
い
る
こ
と
だ
が
、

共
同
の
幻
想
も
個
人
が
抱
く
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
差
異
が

あ
る
は
ず
で
、
個
別
的
で
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
私
は
こ
の
よ

う
に
し
て
、
吉
本
と
別
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

現
場
論
だ
け
で
な
く
、
八
○
年
代
後
半
か
ら
始
ま
る
方
法
の
先
行
し
た

研
究
は
言
語
論
を
抱
え
込
ん
で
い
な
い
。
言
語
の
美
は
詩
や
小
説
に
よ
っ

て
追
求
さ
れ
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
小
説
は
お
も
し
ろ
く
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
、
そ
れ
ゆ
え
、
文
学
研
究
は
、
な
る
べ
く
お
も
し
ろ
さ
、

美
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
ち
ら
の
感
性
を
鍛
え
る
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
職
人
芸
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
、
最
後
に
強
調
し
て

おきたい。

-１３５-


