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文
学
研
究
と
歴
史
研
究
と
は
、
本
当
に
「
違

う
も
の
」
な
の
だ
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
あ
る
小
説
の
背
景
を
知
ろ
う
と
当

時
の
社
会
史
を
扱
っ
た
論
文
に
取
り
組
ん
だ
と

す
る
。
小
説
世
界
に
近
づ
く
た
め
に
読
ん
で
い

る
は
ず
な
の
に
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
う
ち

に
政
治
思
想
史
の
世
界
へ
迷
い
込
み
、
か
え
っ

て
小
説
中
の
小
人
物
た
ち
を
見
失
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
だ
。
あ
る
い
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
を

よ
り
よ
く
知
ろ
う
と
し
て
女
性
解
放
史
を
参
照

し
て
み
た
時
。
ヒ
ロ
イ
ン
に
備
わ
っ
て
い
た
特

徴
（
生
い
立
ち
、
服
装
、
教
養
な
ど
）
を
手
が
か

り
に
、
ど
ん
な
個
性
を
も
っ
た
女
性
だ
っ
た
か

を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
い
つ
の
ま
に

か
個
性
な
ど
消
え
失
せ
、
彼
女
は
「
進
歩
」
ま

た
は
「
堕
落
」
と
い
う
二
者
択
一
の
岐
路
に
立

た
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

自
分
が
読
ん
で
い
る
小
説
の
世
界
と
、
同
じ

国
・
同
じ
時
代
を
取
り
上
げ
た
歴
史
学
の
成
果

が
重
な
ら
な
い
の
は
歯
が
ゆ
い
も
の
だ
。
そ
の

歯
が
ゆ
さ
に
対
し
て
、
今
ま
で
は
歴
史
研
究
と

は
事
実
を
対
象
と
し
て
考
証
を
重
ね
る
も
の
な

の
だ
か
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
「
面
白
さ
」
を

考
え
る
文
学
研
究
と
は
質
が
こ
と
な
っ
て
然
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
し
か
た
な
い
も
の
な
の
だ
ろ

う
と
漠
然
と
考
え
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
書
『
新
史
学
』
が
冒
頭
に
掲

げ
る
主
編
楊
念
群
氏
の
「
中
国
史
学
需
要
一
種

＂
感
覚
主
義
＂
！
」
は
、
歴
史
学
に
こ
そ
現

在
「
感
覚
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
、
と
説
く
。

「
わ
た
し
た
ち
は
、
い
か
に
い
わ
ゆ
る
＂
問
題

意
識
＂
を
築
く
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
に
気
を

と
ら
れ
て
い
て
、
史
料
を
解
読
し
な
が
ら
＂
感

覚
意
識
＂
を
育
て
る
と
い
う
努
力
を
怠
っ
て
き

た
」（
四
ペ
ー
ジ
）。
つ
ま
り
、
史
料
を
読
解
す

る
力
と
、
史
料
の
裏
に
潜
む
感
覚
を
探
り
当
て

る
能
力
は
ま
っ
た
く
違
う
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
楊
氏
は
主
人
が
客
に
発
す

る
「
ご
は
ん
を
食
べ
て
い
き
ま
す
か
？
（
留
下

吃
飯
吧
？
）」
と
い
う
何
気
な
い
一
言
を
例
に

挙
げ
て
そ
の
「
感
覚
」
を
説
明
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
ま
さ
に
京
都
の
「
ぶ
ぶ
漬
け
」
と
同
じ

で
、
言
葉
の
表
面
か
ら
は
主
人
の
考
え
は
解
し

難
い
。
婉
曲
に
辞
去
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
の

か
、
心
か
ら
も
て
な
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の

か
は
、
主
客
の
関
係
そ
の
他
の
状
況
か
ら
読
み

解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
こ
う
し
て
楊
氏
は
以
前
の
＂
問
題
意
識
＂

主
導
型
の
歴
史
学
が
分
析
の
対
象
と
し
て
き
た
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「
思
想
世
界
」「
社
会
世
界
」
と
は
異
な
る
「
感

覚
世
界
」
を
想
定
し
、
公
開
さ
れ
た
思
想
表
現

（「
ぶ
ぶ
漬
け
」）
と
、
表
現
主
体
の
本
音
（
早
く

帰
っ
て
ほ
し
い
／
心
か
ら
も
て
な
し
た
い
）
と
の

ず
れ
を
跡
づ
け
て
ゆ
く
作
業
が
必
須
で
あ
る
と

い
う
。

　

さ
て
、
主
編
の
こ
う
し
た
知
見
の
も
と
に
集

め
ら
れ
た
論
文
に
つ
い
て
、
ま
ず
章
立
て
と
目

次
を
掲
げ
て
、
内
容
を
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
て

お
く
。

感
覚
・
叙
事
・
想
像

文
字
何
以
成
獄
？
─
─
清
初
士
人
逃
隠
風
格

与
＂
江
南
＂
話
題
（
楊
念
群
）

傷
逝
：
対
民
国
初
年
新
女
性
形
象
的
一
種
解

読
（
海
青
）

語
言
・
事
件
・
表
述

＂
她
＂
字
的
故
事
：
女
性
新
代
詞
符
号
的
発

明
、
論
争
与
早
期
流
播
（
黄
興
濤
）

没
有
暴
動
的
事
件
─
─
関
於
抗
日
戦
争
時
期

先
天
道
事
件
的
表
述
問
題
（
孫
江
）

図
像
・
史
観

病
態
的
身
体
─
─
林
華
的
医
学
絵
画
（
韓
依

薇
（Larissa H

einrich

））

図
像
歴
史
：
以
《
晋
察
冀
画
報
》
為
中
心
的

視
覚
解
読
（
行
龍
）

城
市
・
故
事

繁
華
作
為
歴
史
：
狂
歓
与
急
進
的
上
海
（
一

八
三
〇
―
一
九
一
〇
）（
孟
悦
）

誘
拐
的
命
運
：
二
〇
世
紀
四
〇
年
代
北
京
的

男
女
交
際
、
伝
統
礼
教
和
法
律
原
則
（
馬

釗
）

　

楊
念
群
論
文
は
、
清
初
の
「
文
字
獄
」
の
経

過
を
、
事
件
の
連
鎖
と
い
う
現
象
面
か
ら
で
は

な
く
、
北
京
在
住
の
皇
帝
に
お
け
る
江
南
イ

メ
ー
ジ
の
変
容
と
、明
代
遺
民
に
よ
る
「
気
節
」

理
解
の
変
質
か
ら
跡
づ
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

海
青
論
文
は
、
民
国
初
期
の
女
性
の
様
々
な
死

（
特
に
自
殺
）
と
そ
の
語
ら
れ
方
を
掘
り
下
げ
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
女
性
史
に
よ
る

新
旧
の
枠
組
み
を
相
対
化
し
て
い
る
。

　

黄
興
濤
論
文
は
、「
她
」
が
女
性
を
表
す
代

名
詞
と
し
て
勝
利
し
、
定
着
す
る
ま
で
を
資
料

を
博
捜
し
て
緻
密
に
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

孫
江
論
文
は
日
中
戦
争
期
の
秘
密
結
社
に
よ
る

「
暴
動
」
事
件
が
、
日
本
政
府
、
国
民
党
政
府
、
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共
産
党
政
権
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
立
場
に
よ
っ

て
そ
の
性
格
を
「
藪
の
中
」
の
よ
う
に
変
え
る

さ
ま
を
あ
ぶ
り
出
し
て
ゆ
く
。

　

H
einrich

論
文
は
、
十
九
世
紀
中
頃
に
広

州
で
医
療
活
動
を
行
っ
た
米
国
人
医
師
、
ピ
ー

タ
ー
・
パ
ー
カ
ー
が
中
国
人
画
家
林
華
に
描
か

せ
た
病
人
の
肖
像
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分

析
し
、
図
像
が
中
国
の
「
病
理
」
イ
メ
ー
ジ
の

形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
さ
ぐ
る
。
行
龍
論
文

は
、
抗
日
戦
争
期
の
根
拠
地
で
つ
く
ら
れ
て
い

た
『
晋
察
冀
画
報
』
を
対
象
に
し
て
、
戦
時
に

お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
と
図
像
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

孟
悦
論
文
は
、
資
本
主
義
体
制
の
「
都
会
」

と
は
異
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
「
繁
華
街
」
と
し

て
十
八
世
紀
の
蘇
州
、
揚
州
、
そ
し
て
十
九
世

紀
の
上
海
を
捉
え
、
特
に
上
海
に
お
け
る
戯
曲

文
化
の
隆
盛
に
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
「
西
洋

近
代
の
移
植
」
と
は
性
格
を
異
に
す
る
中
国
都

市
文
化
の
連
続
性
・
内
在
性
を
見
い
だ
す
。
馬

釗
論
文
は
、
あ
る
「
誘
拐
」
事
件
に
ま
つ
わ
る

裁
判
文
書
を
軸
に
し
て
、
一
九
四
〇
年
代
北
京

と
い
う
都
市
空
間
に
お
け
る
男
女
交
際
の
あ
り

よ
う
と
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
家
族
（
特
に
父
母
）

が
何
を
も
っ
て
「
道
徳
的
／
非
道
徳
的
」
と
考

え
、
証
言
台
に
立
っ
た
の
か
を
再
現
す
る
。

　

以
上
八
編
、
時
代
は
ほ
ぼ
清
初
か
ら
解
放
前

夜
ま
で
の
近
代
中
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、テ
ー
マ
の
選
定
も
謎
解
き
を
し
て
ゆ
く「
感

覚
」
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
て
ど
れ
も
読
み
応
え
が
あ
る
。
中
で
も
評

者
は
民
国
期
の
小
説
、
特
に
女
性
に
ま
つ
わ
る

叙
事
に
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
海
青
論
文
に
ひ

き
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
以
下
に
や
や
詳
し
く
紹

介
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
胡
適
の
書
い
た
伝
に
よ
っ
て
死
後
世

に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
李
超
を
皮
切
り
に

し
て
、
鬱
屈
の
た
め
に
病
ん
で
死
ん
だ
も
の
、

意
に
染
ま
ぬ
結
婚
を
拒
ん
で
死
ん
だ
も
の
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
理
由
で
集
団
自
殺
し
た
も
の

…
…
、
生
前
無
名
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
特
異
な
死
に
よ
っ
て
名
を
残
す
こ
と
に

な
っ
た
女
性
た
ち
が
何
人
も
紹
介
さ
れ
る
。
そ

の
死
が
残
さ
れ
た
者
に
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、

推
測
さ
れ
、
物
語
と
し
て
再
生
産
さ
れ
、
そ
し

て
消
費
さ
れ
た
の
か
が
丁
寧
に
追
わ
れ
て
ゆ
く

さ
ま
は
圧
巻
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
物

語
」
が
事
件
と
い
う
「
事
実
」
と
小
説
と
い
う

「
虚
構
」
を
結
ぶ
重
要
な
紐
帯
と
な
っ
て
ゆ
く

こ
と
も
筆
者
は
見
落
と
さ
な
い
。
た
と
え
ば
恋

人
に
貞
操
を
疑
わ
れ
て
身
投
げ
し
た
馬
振
華
の

物
語
は
『
馬
振
華
哀
史
』
と
し
て
映
画
化
さ
れ

た
。
海
青
の
分
析
は
、
そ
の
映
画
を
見
て
自
分

の
運
命
を
馬
振
華
に
重
ね
、
絶
望
の
あ
ま
り
自

殺
す
る
女
性
を
ヒ
ロ
イ
ン
に
し
た
小
説
が
茅
盾

に
よ
っ
て
書
か
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
。
つ

ま
り
事
件
（
事
実
）
と
し
て
の
自
殺
が
、
映
画

（
半
虚
構
）
と
し
て
消
費
さ
れ
、さ
ら
に
小
説（
純

虚
構
）
の
題
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
小
説
化
に
際
し
て
、
茅
盾
は
「
革
命
」

を
従
来
の
「
愛
」
や
「
性
」
に
と
っ
て
か
わ
る

装
置
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
。「（
茅
盾
小
説
に
お

け
る
）
革
命
は
一
切
の
道
徳
の
汚
点
を
洗
い
流

し
、
女
性
に
決
し
て
打
ち
破
る
こ
と
の
出
来
な

い
永
続
す
る
『
貞
操
』
を
賦
与
し
、
女
性
を
失

節
の
恐
怖
か
ら
完
全
に
す
く
い
上
げ
る
作
用
を

持
つ
」（
九
四
ペ
ー
ジ
）。
つ
ま
り
茅
盾
に
と
っ

て
、
革
命
へ
の
意
識
が
低
く
、
自
分
か
ら
時
代

に
関
わ
り
合
お
う
と
し
て
い
な
い
女
性
が
愛
の
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幻
滅
に
際
し
て
死
を
選
ん
だ
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
も
は
や
文
学
研

究
の
範
疇
に
属
す
る
見
解
だ
が
、
そ
れ
は
茅
盾

の
テ
キ
ス
ト
の
み
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
馬
振
華
を
初
め
と
す
る
当
時
の
自
殺
事

件
を
め
ぐ
る
緻
密
な
考
証
の
蓄
積
か
ら
で
た
結

論
で
あ
り
、
故
に
大
き
な
説
得
力
を
持
つ
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

本
論
文
に
登
場
す
る
文
学
者
は
茅
盾
だ
け
で

は
な
い
。
自
分
の
死
を
は
っ
き
り
と
イ
メ
ー
ジ

し
て
記
し
て
い
た
石
評
梅
や
、
そ
の
石
評
梅
の

死
に
立
ち
会
っ
た
黄
廬
隠
、『
自
殺
日
記
』
や

『
莎
菲
女
史
的
日
記
』
を
書
い
た
丁
玲
な
ど
の

女
性
作
家
ま
で
が
論
じ
ら
れ
、
個
別
の
自
殺
事

件
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
記
述
に
よ
っ
て
、「
死

を
テ
ー
マ
と
す
る
清
談
と
瞑
想
が
都
市
の
知
識

女
性
た
ち
の
特
徴
と
な
っ
て
」
い
た
の
だ
と
い

う
見
解
が
示
さ
れ
る
。
評
者
は
、
二
〇
年
代
の

彼
女
た
ち
の
作
品
に
死
が
頻
出
す
る
の
は
、
口

語
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
い
ま
だ
熟
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
海
青
氏

に
よ
れ
ば
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
死
と
い

う
も
の
が
、
若
い
女
性
た
ち
の
傍
に
よ
り
そ
う

日
常
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
大
変
興
味
深
い

指
摘
だ
が
、
二
〇
年
代
の
社
会
事
件
と
文
学
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
な
お
新
し
い
議
論
を
俟

ち
た
い
。

　

こ
の
論
文
は
『
傷
逝
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を

冠
し
な
が
ら
も
、
魯
迅
の
同
名
の
小
説
に
つ
い

て
は
一
言
も
触
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
二
〇

年
代
の
中
国
に
お
い
て
、
子
君
の
よ
う
な
女
子

学
生
の
死
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
語

ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
語
る
本
論
は
、
そ

の
ま
ま
『
傷
逝
』
へ
の
立
体
的
な
注
と
し
て
読

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
の
論
文
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
学
ん
だ
こ
と
が

あ
る
の
だ
が
、も
う
紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。

編
者
の
も
く
ろ
み
通
り
に
私
が
「
感
覚
主
義
」

を
受
け
止
め
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
は
心

許
な
い
。
ま
た
、「
感
覚
主
義
」
を
掲
げ
る
歴

史
研
究
に
対
す
る
違
和
感
を
も
つ
読
者
も
い
る

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
中
華
読
書
報
』
二
〇

〇
七
年
五
月
一
六
日
第
一
一
版
は
楊
氏
の
「
感

覚
主
義
」
宣
言
を
中
心
に
し
た
特
集
を
組
ん
で

い
る
が
、「
感
覚
主
義
」
は
歴
史
の
現
場
か
ら

研
究
者
を
遠
ざ
け
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い

う
苦
言
も
見
ら
れ
る
（
夏
明
方
〈
＂
感
覚
主
義
＂

的
＂
盲
人
摸
象
＂
〉。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
はhttp://w

w
w

.
gm

w
.cn/01ds/2007-05/16/content_608181.

htm

）。
し
か
し
、
評
者
の
よ
う
に
歴
史
に
苦

手
意
識
を
持
つ
者
が
没
頭
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
随
所
に
あ
ふ
れ
る
「
感
覚
」
の
お

か
げ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。こ
の『
新

史
学
』
主
編
は
輪
番
制
を
と
る
と
の
こ
と
な
の

で
、
第
二
巻
に
は
ま
た
違
っ
た
切
り
口
を
期
待

し
た
い
。
梁
啓
超
の『
新
史
学
』か
ら
百
年
余
、

歴
史
学
へ
の
追
求
は
、
な
お
日
々
「
新
し
い
」

も
の
で
あ
り
続
け
る
よ
う
で
あ
る
。

＊
『
新
史
学
』
を
読
む
よ
う
薦
め
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
大
阪
市
立
大
の
松
浦
恆
雄
さ
ん
と
大
阪

大
学
の
今
泉
秀
人
さ
ん
で
あ
る
。
読
ま
ず
嫌
い

が
多
い
評
者
に
い
つ
も
面
白
い
本
を
紹
介
し
て

く
だ
さ
る
お
二
人
に
感
謝
し
た
い
。（

神
戸
大
学
）
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