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学
と
は
何
か
。
と
り
わ
け
純
文
学
と
は
何
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
答
え

る
こ
と
は
、
近
年
ま
す
ま
す
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
な
ん
て
興
味
な
い
よ
、
純
文
学
な
ん
て
知
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
話
で
あ
る
し
、
じ
っ
さ
い
、
そ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
生
活
に
困
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
今
な
お
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
、
映
画
や
音
楽
、
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ

や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
表
現
に
お
け
る
、
い
く
つ
か
の
作
品
を

好
意
的
に
レ
ビ
ュ
ー
す
る
さ
い
、「
文
学
的
」
と
い
う
形
容
が
用
い
ら
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
を
、
目
に
耳
に
す
る
機
会
は
、
多
い
。
こ
の
と
き
、
そ
う
し
た
修
辞

の
背
後
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
お
そ
ら
く
、
洋
邦
を
問
わ
ず
古

典
的
な
名
作
と
さ
れ
る
小
説
群
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
般
的
に
芥
川
賞
と

い
う
権
威
に
象
徴
さ
れ
る
「
何
か
」
な
の
で
は
な
い
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

芥
川
賞
は
、
純
文
学
の
新
人
に
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
古
典
的
な
名
作
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ

メ
ン
ト
の
ジ
ャ
ン
ル
と
は
峻
別
し
た
う
え
で
、
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
の
境
を
為
す
た
め
の
「
何
か
」
こ
そ
が
、
文

学
あ
る
い
は
純
文
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
基
軸
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
純
文
学
と
は
、
教
科
書
的
に
い
う
な
ら
、
こ
の
国
の
近
代
以
降

に
お
け
る
私
小
説
や
自
然
主
義
を
前
提
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

し
つ
つ
、
大
衆
に
お
も
ね
る
こ
と
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
追
求
し
た
て
い
の
小

説
云
々
、
の
解
説
は
可
能
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
現
代
に
お
い
て
、
そ
れ
は
も

は
や
厳
密
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
小
谷
野
敦
は
、
そ
の
著
作
『
反
＝
文
藝
評
論 

文
壇
を
遠
く
離
れ
て
』
に
収
め
ら
れ
た
文
章
（
01
年
）
の
な
か
で
、
直
木
賞
作

家
で
あ
る
藤
堂
志
津
子
の
書
く
リ
ア
リ
ズ
ム
を
高
く
評
価
し
、〈
奇
妙
な
こ
と

だ
が
、
通
説
で
は
日
本
の
「
純
文
学
」
は
、
自
然
主
義
の
全
盛
と
と
も
に
、
痛
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烈
な
現
実
を
描
く
作
品
を
、
美
化
さ
れ
た
虚
構
作
品
か
ら
区
別
し
て
生
ま
れ
た

概
念
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
山
崎
豊
子
、
城
山
三
郎
、
松
本
清
張
ら
が
登
場

し
た
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
構
図
は
崩
れ
、
む
し
ろ
「
純
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

の
ほ
う
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
ゆ
く
。
な
か
ん
ず
く
、
80
年
代
以
降
の
、

中
上
健
次
、
村
上
春
樹
、
高
樹
の
ぶ
子
、
江
國
香
織
、
吉
本
ば
な
な
と
い
っ
た

作
家
た
ち
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
中
上
の
『
軽
蔑
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
な
ど
、
藤

堂
作
品
を
読
ん
だ
あ
と
で
は
バ
カ
に
見
え
る
〉
と
い
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
小
谷
野
が
指
摘
し
て
い
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
質
は
、
男
女
の
関
係
に

深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
中
上
健
次
や
村
上
春
樹
、
高
樹
の
ぶ
子
、

江
國
香
織
、
そ
し
て
吉
本
ば
な
な
ら
の
作
品
に
、
恋
愛
な
い
し
性
愛
を
扱
っ
た

も
の
が
、
け
っ
し
て
す
く
な
く
は
な
い
以
上
、
む
し
ろ
、
そ
の
な
か
で
リ
ア
リ

ズ
ム
を
ど
う
捉
ま
え
る
か
の
意
識
や
技
法
こ
そ
を
問
う
て
い
る
、
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
こ
れ
に
反
証
し
て
、
い
や
、
以
前
ま
で
と
は
リ
ア
リ
ズ

ム
と
い
っ
た
概
念
そ
の
も
の
が
変
容
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
意
識
や
技
法
が
変
化
す
る
こ
と
自
体
は
自
然
な
流
れ
で
、
そ
う

し
た
流
れ
を
受
け
、
今
日
の
純
文
学
は
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
逆
に
、
過
去
と
現
在
と
で
は
、
純
文
学
を

純
文
学
た
ら
し
め
る
条
件
に
も
違
い
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

純
文
学
作
家
、
と
笙
野
頼
子
は
自
ら
を
名
乗
る
。『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
「
論

争
」』（
99
年
）
に
よ
れ
ば
、98
年
か
ら
笙
野
は
〈
意
図
的
に
純
文
学
作
家
と
名
乗
っ

て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
理
由
は
〈
一
九
九
八
年
四
月
十
六
日

付
け
の
読
売
新
聞
夕
刊
で
文
芸
ノ
ー
ト
（
略
）
と
い
う
記
事
を
見
た
事
か
ら
、

一
年
以
上
続
い
た
こ
の
不
発
の
「
論
争
」〉
を
笙
野
が
は
じ
め
た
こ
と
に
あ
る
。

時
代
背
景
を
い
え
ば
、
読
み
手
イ
コ
ー
ル
売
り
上
げ
の
減
少
か
ら
純
文
学
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
は
不
要
だ
と
の
声
が
つ
よ
く
、
せ
め
て
純
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
刷
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新
す
べ
く
Ｊ
文
学
と
い
う
ラ
ベ
ル
へ
の
張
り
替
え
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
で
、
そ
う

し
た
状
況
に
対
し
、
笙
野
は
憤
り
、〈
あ
る
時
点
で
、
純
文
学
と
は
、「
私
小
説

と
心
境
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
狭
い
定
義
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
。
無
論
そ
れ
だ

け
で
も
純
文
学
の
大
き
な
部
分
を
今
で
も
フ
ォ
ロ
ー
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
が
、

そ
の
ま
ま
だ
と
今
の
時
代
を
正
直
に
反
映
し
変
容
し
た
部
分
は
入
り
き
ら
な
い

の
だ
。
つ
ま
り
最
先
端
で
あ
ろ
う
柔
軟
で
あ
ろ
う
と
す
る
純
文
学
の
、
非
常
に

大
切
な
部
分
が
取
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
〉
と
し
て
、

80
年
代
以
降
の
純
文
学
が
「
私
小
説
と
心
境
小
説
で
あ
る
」
以
外
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
達
し
、
さ
ら
に
は
旧
い
文
学
の
価
値
観
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
必
然

と
し
、
そ
れ
で
も
〈
現
状
を
表
す
強
い
言
葉
が
出
て
来
な
い
限
り
、
純
文
学
と

い
う
言
葉
を
意
識
的
に
使
う
。
基
本
的
に
、
新
し
い
言
葉
を
と
い
う
試
み
は
今

の
時
点
で
は
難
し
い
と
思
う
。
新
し
い
語
は
イ
ン
チ
キ
な
定
義
を
押
し
つ
け
ら

れ
易
く
、純
文
学
と
い
う
言
葉
よ
り
も
弱
い
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
性
を
背
負
っ

た
も
の
で
あ
れ
ば
、
動
か
す
事
に
も
あ
る
力
量
と
専
門
知
識
が
い
る
。
抑
圧
に

抵
抗
す
る
時
も
立
場
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
易
く
思
う
〉
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
え

て
自
ら
を
純
文
学
作
家
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

笙
野
の
主
張
の
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
大
勢
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
メ
ガ
・
ヒ
ッ
ト
を
産
出
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
文

学
の
正
義
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か

ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
を
こ
そ
、
純
文
学
は
す
く
い
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
、『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
「
論
争
」』
を
読
む
か
ぎ

り
で
は
、
思
え
る
。〈
純
文
学
の
定
義
と
い
う
の
は
も
と
も
と
な
い
の
だ
。
と

い
う
か
ず
っ
と
昔
に
大
衆
文
学
が
台
頭
し
ヒ
ッ
ト
し
始
め
た
頃
、
そ
れ
に
対
抗

す
る
概
念
と
し
て
純
文
学
と
い
う
言
葉
は
本
格
的
に
出
て
き
た
の
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。
但
し
対
抗
す
る
と
言
っ
て
も
大
衆
文
学
に
対
立
し
な
け
れ
ば
存
在
し

得
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
商
業
主
義
や
娯
楽
中
心
主
義
、
そ
の
時
代
の

大
衆
の
狭
い
共
通
認
識
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
危
機
感
と
自
覚
か
ら
自
分

達
の
書
い
て
い
る
も
の
が
そ
れ
と
違
う
と
表
明
し
た
と
い
う
事
な
の
で
は
な
い

か
〉
と
笙
野
は
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
、
純
文

学
と
は
何
か
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
十
分
に
は
教
え
て
く
れ
な

い
。
い
や
、
そ
も
そ
も
純
文
学
に
含
有
さ
れ
る
「
何
か
」
が
何
で
あ
る
か
は
教

え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
持
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
に
お
い
て
も
、
た
し
か
に
文
学
と
い
う
も
の
に
対
す

る
指
向
は
、
一
定
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
根
強
く
共
有
さ
れ
続
け
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
ひ
と
ま

ず
そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
、
純
文
学
と
さ
れ
る
作
品
群
の
お
も
な
発
表
媒
体

で
あ
る
文
芸
誌
を
一
ヶ
月
単
位
で
（
こ
の
版
で
は
07
年
の
一
月
号
か
ら
六
月
号

ま
で
）
追
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
誤
解
な
き
よ
う
述
べ
て
お
く
と
、
こ

こ
で
行
う
の
は
、
文
芸
誌
に
発
表
さ
れ
た
小
説
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
詳
細

に
論
じ
、
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
つ

い
て
の
言
及
や
批
評
、
周
囲
の
情
報
を
見
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
中

身
と
い
う
よ
り
は
器
（
理
念
を
取
り
巻
く
言
説
）
を
眺
め
、
検
討
し
、
現
在
進

行
形
の
文
学
な
い
し
純
文
学
と
い
っ
た
も
の
を
つ
く
り
出
し
、
結
び
つ
い
て
ゆ

く
指
向
の
、
そ
の
芯
に
あ
た
る
部
分
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要

に
応
じ
て
、
個
々
の
小
説
な
ど
に
触
れ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に

は
、
そ
れ
ら
の
質
を
問
う
こ
と
を
目
指
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
の
質
を
規

定
し
よ
う
と
す
る
環
境
の
ほ
う
こ
そ
を
、
見
る
（
ウ
ォ
ッ
チ
す
る
）
こ
と
が
目

的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
と
く
に
結
論
め
い
た
も
の
が
用
意
さ
れ
て
は
い
な
い

こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。


