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「
世
界
文
学
」
の
こ
と
を
ゲ
ー
テ
を
始
め
様
々
な
論
者
や
研
究
者
が

論
じ
て
き
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
私
個
人
は
、
特
に
考
え
る
必
要
も

な
い
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
と
ず
っ
と
思
っ
て
き
た
。
今
回
お
題
を
い

た
だ
い
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
少
し
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
エ
ッ
セ

イ
風
の
も
の
で
も
よ
い
と
い
う
の
で
、
特
に
勉
強
も
せ
ず
に
書
か
せ
て

い
た
だ
く
。

　
「
世
界
文
学
」
と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
「
世
界
中
の
文
学
」
と
い
う

意
味
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
な
ら
と
り
た
て
て
焦
点
を
当
て
て

論
じ
る
必
要
は
な
さ
そ
う
だ
か
ら
だ
。「
世
界
文
学
」
と
い
う
看
板
の

も
と
に
世
界
中
の
文
学
の
サ
ン
プ
ル
を
集
め
る
、
と
い
う
の
は
俗
に
は

お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
う
い
う
時
に
「
世
界
文
学
」
と
い
う
名

前
は
便
利
だ
ろ
う
。「
世
界
文
学
全
集
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
ん
な
「
世
界
文
学
」
が
何
か
重
要
な
議
論

の
的
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
ち
ょ
っ
と
想
像
が
つ
か
な
い
。

　

私
は
最
近
、
日
本
と
中
国
の
近
現
代
文
学
史
全
体
を
平
行
比
較
す
る

つ
も
り
で
、
授
業
も
研
究
も
行
っ
て
い
る
。
近
現
代
文
学
で
は
な
い
。

近
現
代
文
学
「
史
」
で
あ
る
。
歴
史
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
日
本
近
現
代

文
学
と
中
国
近
現
代
文
学
を
性
急
に
比
較
し
よ
う
と
す
る
と
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
文
化
の
政
治
学
に
容
易
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う

か
ら
だ
。
そ
れ
は
簡
単
に
日
本
と
中
国
、
日
本
人
と
中
国
人
の
比
較
に

な
り
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
闘
争
の
元
に
な
る
。
私
は
基
本
的
に
は
闘
争

が
嫌
い
だ
。（
つ
い
で
に
言
え
ば
、
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
嫌
で
あ
る
。）

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
文
化
の
政
治
学
で
は
、
驚
く
ほ
ど
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
さ
れ
て
し
ま
い
、
傲
慢
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
謙
虚

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
、
多
く
の
場
合
傷
つ
け
ら
れ
る
。
研
究
態
度
と

し
て
の
歴
史
主
義
は
、
そ
う
し
た
性
急
な
闘
争
に
理
性
的
な
「
待
っ
た
」

を
か
け
、
素
朴
で
純
粋
な
学
問
的
好
奇
心
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

へ
の
欲
望
を
く
す
ぐ
る
と
い
う
一
面
が
あ
る
。（
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
問

題
」
は
む
し
ろ
逆
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
闘
争
の
場
に
な
っ
て
い
る

が
。）
厳
密
な
意
味
で
の
「
歴
史
主
義
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
い
う
歴
史
に
対
す
る
態
度
も
あ
る
種
の
歴
史
主
義
と
言
っ
て
も
い

「
世
界
文
学
」
と
「
世
界
文
学
史
」

伊
藤
　
徳
也
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い
と
私
は
思
う
。

　
「
世
界
文
学
」
も
私
は
そ
れ
を
、
ま
ず
は
、
そ
う
い
う
歴
史
主
義
か

ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
つ
ま
り
ま
ず
「
世
界
文
学
史
」
と
い
う
こ

と
か
ら
考
え
た
い
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
各
国
各
地
域
各
言
語
の
文
学
史

の
単
な
る
寄
せ
集
め
、
集
積
で
は
な
い
。
世
界
中
の
作
家
や
読
者
を
強

力
に
引
き
つ
け
る
文
学
上
の
潮
流
や
方
法
論
的
特
質
の
歴
史
が
、
世
界

文
学
史
の
本
流
を
な
す
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
十
九
世
紀
前

半
は
ロ
マ
ン
主
義
、
十
九
世
紀
後
半
は
リ
ア
リ
ズ
ム
、
二
十
世
紀
は
モ

ダ
ニ
ズ
ム
、
二
十
世
紀
八
〇
年
台
は
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
、
と
い
っ
た

流
れ
が
世
界
文
学
史
の
本
流
を
な
す
、
そ
し
て
十
九
世
紀
末
に
成
立
し

た
リ
ア
リ
ズ
ム
長
編
小
説
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
後
長
く
影
響
力
を
保
ち

続
け
た
・
・
・
云
々
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と
力
強

い
潮
流
が
他
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
か
、
い
ろ
い
ろ
議
論
は
あ
る
だ
ろ
う

が
、
と
に
か
く
、
時
代
時
代
で
最
も
強
烈
な
刺
激
を
作
家
や
エ
リ
ー
ト

読
者
群
に
与
え
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
た
潮
流
や
傾
向
に
よ
っ
て
、
世
界

文
学
史
の
本
流
は
あ
る
程
度
描
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
む
ろ
ん
そ
こ

に
は
翻
訳
が
介
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
流
れ
は
結
局

抽
象
化
さ
れ
た
流
れ
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
そ
う
だ
。
本
流
の
他
に
、

支
流
や
傍
流
や
あ
る
い
は
滞
っ
た
深
い
沼
や
池
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ

ん
な
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
個
別
の
細
々
と
し
た
作

品
だ
っ
て
あ
る
は
ず
だ
。

　

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
個
々
の
作
家
や
エ

リ
ー
ト
読
者
が
ど
の
よ
う
な
潮
流
や
作
品
に
刺
激
を
受
け
、
憧
れ
、
仰

ぎ
見
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
受
容
、
模
倣
あ
る
い
は
自
作
に
適
用
し
た

か
、
で
あ
る
。
現
在
の
私
達
が
歴
史
の
高
み
に
立
っ
て
、
客
観
的
に
何

が
本
流
だ
っ
た
の
か
を
吟
味
し
認
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
の
個
々
の
作
家
や
読
者
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
、
そ
の
時
、
何

が
彼
あ
る
い
は
彼
女
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
う
ち
の
め
し
、
感
嘆
さ
せ
た
か
、

で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
種
の
読
者
論
的
関
係
の
一
つ
一
つ
も
世
界
文
学

史
の
中
の
欠
か
せ
な
い
一
要
素
だ
と
私
は
思
う
。

　

さ
て
、
そ
れ
が
「
世
界
文
学
」
と
い
う
枠
組
み
だ
と
そ
う
は
い
か
な

さ
そ
う
に
感
じ
る
。
や
っ
ぱ
り
「
世
界
文
学
」
と
い
う
の
は
、「
世
界

文
学
」
と
呼
ぶ
に
足
る
作
品
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
、

私
な
ど
に
は
思
え
る
か
ら
だ
。「
読
書
メ
ー
タ
ー
」
な
ど
に
記
さ
れ
た

感
想
な
ど
は
「
世
界
文
学
」
の
枠
の
中
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
る
か
、
少

な
く
と
も
、
付
随
的
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
例
え
ば
、
国
際
的
規
模
で
は
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
な

い
が
、
そ
の
言
語
圏
内
で
は
、
コ
ア
な
読
者
を
楽
し
ま
せ
続
け
て
い
る

作
家
が
い
る
と
す
る
。
そ
れ
も
世
界
文
学
史
の
中
の
重
要
な
一
作
家
と

し
て
カ
ウ
ン
ト
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、「
世
界
文
学
」
の
中
に
入
る
の

か
ど
う
か
微
妙
な
感
じ
が
す
る
。
や
っ
ぱ
り
歴
史
主
義
が
欲
し
い
と
感

じ
る
。

　

こ
こ
数
年
大
学
院
の
授
業
で
中
国
の
作
家
閻
連
科
の
作
品
や
関
連
資
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料
を
院
生
と
読
ん
で
き
た
。
閻
連
科
は
お
そ
ら
く
「
世
界
文
学
」
を
強

烈
に
意
識
し
て
い
る
現
役
中
国
人
作
家
だ
と
私
は
思
う
。
そ
れ
を
彼
が

“

世
界
文
学shijie w

enxue”

と
い
う
こ
と
ば
で
意
識
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
別
に
し
て
、
彼
の
著
述
を
読
む
と
、
彼
が
い
か
に
熱
心
に
世
界

中
の
文
学
を
幅
広
く
渉
猟
し
、
咀
嚼
し
、
自
ら
の
作
風
を
更
新
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
実
際
、
彼
の
他
の
作
家
に
対
す
る
数
々

の
論
及
を
読
ん
で
い
る
と
、
本
当
に
そ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
海
外
や
国

内
の
作
家
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
の
か
訝
し
く
思
え
る
ほ
ど
、
お
そ
ろ

し
く
大
量
の
作
品
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
有
名
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作

家
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ケ
ス
ら
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
作
家
の
多
く
の
作

品
、
日
本
の
作
家
の
も
の
、
中
国
の
作
家
の
も
の
、
そ
れ
も
、
代
表
的

作
家
の
代
表
作
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
作
家
で
は
、
川
端
康
成
や
遠

藤
周
作
の
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
短
編
な
ど
も
読
ん
で
い
る
。
徳
田

秋
声
な
ど
に
も
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
中
国
の
作
家
と
し
て
、
さ
ほ
ど

全
国
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
地
元
河
南
の
多
く
の
無
名
の
作
家
の
作

品
な
ど
も
、
ほ
ん
と
う
に
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
る
。

　

ま
だ
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
大
陸
で
出
せ
ず
台
湾
で

出
版
し
た
『
四
書
』
な
ど
は
、
凄
惨
な
中
国
現
代
史
の
一
コ
マ
を
下
敷

き
に
し
た
寓
話
風
の
作
品
だ
が
、
明
ら
か
に
『
聖
書
』
を
意
識
し
て
い

る
し
、
四
冊
の
書
物
を
断
片
的
に
配
列
し
た
と
い
う
構
成
も
、
そ
し
て

文
体
も
、
ほ
ぼ
常
軌
を
逸
し
た
作
り
だ
。（
ミ
ス
テ
リ
ー
の
語
り
も
取

り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
院
生
の
一
人
が
言
っ
て
い
た
が
、
一

つ
の
読
み
と
し
て
有
り
う
る
と
私
も
思
う
。）
そ
れ
も
こ
れ
も
、
彼
が

「
世
界
文
学
」
を
目
指
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
文
学
を
「
世

界
文
学
」
レ
ベ
ル
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
か
と
私
は
思
う
。
文
学
は
発
展
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
は
言
っ
て

い
る
。
常
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
求
め
続
け
な
い
と
だ
め
だ
と
。
そ
れ

が
文
学
の
た
め
だ
し
、
自
分
の
た
め
だ
し
、
読
者
の
た
め
で
も
あ
る
と

彼
は
言
う
。
彼
の
作
品
は
、
当
初
は
基
本
的
に
質
実
な
リ
ア
リ
ズ
ム

だ
っ
た
。
そ
の
殻
を
徹
底
的
に
打
ち
破
っ
た
の
が
一
九
九
〇
年
代
後
半

の
『
日
光
流
年
』（
日
本
語
未
訳
）
だ
っ
た
。
あ
れ
は
本
当
に
衝
撃
的

な
作
品
だ
っ
た
。
そ
の
後
彼
は
伝
統
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
っ
き
り
と

決
別
を
告
げ
て
常
に
自
身
を
更
新
し
続
け
て
い
る
。
な
の
で
、
私
は
、

一
読
者
と
し
て
、
一
研
究
者
と
し
て
、
彼
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い

る
。（
二
〇
一
六
年
に
は
実
際
に
駒
場
に
招
い
て
講
演
も
し
て
も
ら
い
、

二
日
間
ほ
ど
行
動
を
共
に
し
た
が
、
人
間
と
し
て
も
人
格
的
に
尊
敬
に

値
す
る
方
だ
と
思
っ
て
い
る
。）

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
文
学
の
発
展
に
寄
与
し
そ
う
も
な
い
よ
う
な
作
品
、
執
筆
活
動
は

「
文
学
」
特
に
「
世
界
文
学
」
の
名
に
値
し
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
閻
連
科
は
、
伝
統
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム

（
と
言
っ
て
も
特
に
中
国
の
伝
統
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
が
）
を
批
判
し
、

一
九
八
〇
年
代
に
例
外
的
に
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
路
遥
の
『
平
凡
』

を
嫌
悪
し
た
。
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実
は
、
中
国
の
八
〇
年
代
と
い
う
の
は
、
多
く
の
前
衛
的
な
文
学
作

品
が
続
々
と
発
表
さ
れ
た
時
期
で
、
文
学
の
進
歩
や
発
展
を
語
る
研
究

者
や
評
論
家
は
、
そ
う
し
た
斬
新
な
も
の
ば
か
り
を
取
り
上
げ
論
じ
た
。

が
、
そ
ん
な
中
で
、
中
国
伝
統
の
リ
ア
リ
ズ
ム
作
法
を
謹
直
に
守
っ
て

書
か
れ
た
路
遥
の
長
編
小
説
『
平
凡
』
は
、
陰
な
が
ら
、
非
常
に
多
く

の
読
者
に
歓
迎
さ
れ
増
刷
を
重
ね
た
。
そ
し
て
、
現
在
で
も
新
装
版
が

大
き
な
書
店
に
は
山
積
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
多
く
の
読
者

を
獲
得
し
た
背
景
に
は
、
ど
う
や
ら
、
中
学
高
校
の
教
育
現
場
で
の
教

師
に
よ
る
生
徒
に
対
す
る
推
薦
が
（
少
な
く
と
も
一
部
で
は
組
織
的
に
）

行
わ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い

る
が
、
し
か
し
、
つ
ま
ら
な
い
作
品
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
先
生
に
忠

実
な
生
徒
で
も
、
そ
れ
が
心
に
残
る
作
品
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
よ
か
っ
た
と
い
う
感
想
は
今
も
い
た

る
と
こ
ろ
で
聞
か
れ
る
。
こ
う
い
う
作
品
は
「
世
界
文
学
」
に
な
ら
な

い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
が
、「
世
界
文
学
史
」
の
中
に
は
、
重
要
な
一

要
素
と
し
て
案
外
簡
単
に
入
れ
ら
れ
そ
う
に
思
う
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ

う
か
？

　

ち
ょ
っ
と
よ
く
似
た
事
例
と
し
て
、
中
国
人
と
し
て
初
め
て
芥
川
賞

を
と
っ
た
楊
逸
の
事
例
を
あ
げ
よ
う
。
彼
女
は
成
人
前
に
日
本
語
の
教

育
を
受
け
な
か
っ
た
中
国
人
の
日
本
語
作
家
と
し
て
、
そ
の
日
本
語
表

現
が
未
熟
、
不
十
分
と
い
う
方
向
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
だ
が
、
も
う
一
つ
議
論
の
的
に
な
っ
た
の
が
、
彼
女
の
作
品
の

基
調
が
従
来
か
ら
よ
く
見
か
け
ら
れ
た
一
般
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
女
が
「
ワ
ン
ち
ゃ
ん
」
で
デ
ヴ
ュ
ー
し
た

時
、『
文
學
界
』
新
人
賞
を
獲
得
し
た
の
だ
が
、
そ
の
際
の
審
査
員
は
、

「
ワ
ン
ち
ゃ
ん
」
を
「
近
代
文
学
」
だ
と
指
摘
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
近

代
文
学
」
と
い
う
の
に
は
「
現
代
文
学
」
以
前
だ
と
い
う
含
み
が
あ

る
。
ウ
ェ
ブ
の
書
き
込
み
や
ブ
ロ
グ
な
ど
に
も
、
楊
逸
の
作
品
は
古
い

リ
ア
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
、
彼
女
の
芥
川
賞
受
賞
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
合
わ
せ
て
出
版
社
が
仕
組
ん
だ
非
文
学
的
な
イ
ベ
ン
ト
に
す
ぎ
な

い
（
芥
川
賞
受
賞
が
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
二
〇
〇
八
年
だ
っ
た
）

と
か
、
そ
う
い
う
論
調
が
目
に
つ
い
た
。

　

し
か
し
、
多
く
の
審
査
員
と
読
者
は
、
そ
ん
な
文
学
の
発
展
や
進
歩

を
重
視
す
る
観
点
を
棚
上
げ
し
て
、
純
粋
に
一
読
者
と
し
て
す
ば
ら
し

い
読
書
体
験
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
彼
女
の
作
品
を
力
強
く
支
持
し
た

の
だ
っ
た
。
私
も
一
読
お
も
し
ろ
い
作
品
だ
と
思
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

一
方
で
「
近
代
文
学
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
も
そ
の
と
お
り
だ
と

思
っ
た
。
だ
か
ら
「
世
界
文
学
」
と
い
う
お
題
に
沿
っ
て
考
え
て
み
る

と
、
楊
逸
は
た
ぶ
ん
「
世
界
文
学
」
の
中
に
は
入
ら
な
い
が
、「
世
界

文
学
史
」
の
中
に
は
、
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
入
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

考
え
て
み
る
と
、「
世
界
文
学
」
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
遠
慮
し
た
い

よ
う
な
避
け
た
い
よ
う
な
そ
ん
な
感
覚
が
私
の
中
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
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ど
こ
か
権
威
主
義
的
な
、
他
者
に
評
価
や
評
価
基
準
を
押
し
付
け
よ
う

と
す
る
よ
う
な
、
臭
い
と
い
う
か
雰
囲
気
が
ど
こ
か
に
あ
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
そ
の
一
方
で
、「
世
界
文
学
史
」
と
い
う
と
、
文
学
を
純
粋

に
楽
し
も
う
と
す
る
一
読
者
の
目
線
に
飛
び
込
ん
で
く
る
あ
ら
ゆ
る
文

学
的
事
象
を
旺
盛
に
何
で
も
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な
寛
容
な
パ

ワ
ー
と
や
さ
し
さ
を
感
じ
る
。

　

気
軽
に
書
き
始
め
た
エ
ッ
セ
イ
な
の
で
、
ま
と
も
な
結
論
な
ど
な
い
。

「
世
界
文
学
」
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
私
の
個
人
的
な
感
覚
に
即
し
て

書
い
た
だ
け
で
あ
る
。
論
文
な
ら
確
実
に
確
か
め
る
べ
き
事
項
も
本
文

で
は
ま
っ
た
く
確
か
め
て
い
な
い
。
脳
裏
に
残
っ
て
い
る
記
憶
だ
け
で

書
い
た
。
そ
の
点
は
ど
う
か
ご
承
知
お
き
い
た
だ
き
た
い
。

二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
四
日


