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今
年
の
文
学
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
大
略
の
印
象
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る

と
、
一
つ
の
特
徴
的
な
様
相
が
そ
こ
に
浮
ん
で
来
る
よ
う
に
思
う
。

　
そ
れ
は
作
品
と
作
家
と
の
間
に
生
じ
た
問
題
と
も
云
え
る
種
類
の
も
の
で

あ
る
。
私
た
ち
が
偏
ら
な
い
心
で
今
年
の
文
学
を
思
い
か
え
し
た
と
き
法
外

・
格
外
の
傑
作
、
問
題
作
、
前
進
的
作
品
と
い
う
も
の
は
作
品
活
動
一
般
に

つ
い
て
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
家
た
ち
の
動
き
は
特
に

今
年
の
後
半
に
到
っ
て
夥
し
く
、
両
者
の
間
の
動
き
の
形
は
、
作
品
が
そ
の

自
然
の
重
さ
で
水
平
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
作
家
の
動
き
は
上
下
動
的
で
あ

っ
て
、
作
品
と
作
家
と
の
動
き
の
間
に
見
の
が
す
こ
と
の
出
来
な
い
一
つ
の

開
き
、
角
度
が
現
れ
て
来
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
動
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き
の
間
に
計
ら
ず
も
現
出
し
て
い
る
開
き
或
は
角
度
が
来
年
の
文
学
の
成
長

に
と
っ
て
案
外
深
い
連
関
を
も
つ
性
質
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　
現
代
文
学
の
こ
れ
ま
で
の
動
き
の
様
々
の
時
期
を
か
え
り
み
る
と
、
そ
れ

等
の
文
学
的
エ
ポ
ー
ク
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
動
い
た
作
家
が
、
自
身
の
動
き

の
激
し
さ
と
性
格
と
を
作
品
に
出
し
て
先
ず
そ
こ
で
動
き
が
お
の
ず
か
ら
表

明
さ
れ
て
来
て
い
た
。
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
名
は
、
谷
崎
潤

一
郎
の
「
刺
青
」
と
い
う
作
品
に
絡
め
て
以
外
に
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。
文
学
に
お
い
て
、
作
者
の
動
き
は
、
い
つ
も
作
家
が
作
品
を
体
に
つ

け
て
躍
び
上
る
な
り
舞
い
下
る
な
り
し
て
い
た
。
日
本
に
お
け
る
自
然
主
義

の
消
長
と
し
て
荷
風
の
社
会
批
評
精
神
の
舞
い
下
り
は
「
嘲
笑
」
ぬ
き
で
語
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れ
な
い
し
、
宇
野
浩
二
の
新
し
い
文
学
の
世
代
と
し
て
の
第
一
歩
の
飛
躍
は

「
蔵
の
中
」
ぬ
き
に
云
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
体
に
作
品
を

か
ら
み
つ
け
て
、
或
は
腹
の
中
に
蠢
う
ご
めく
作
品
の
世
界
に
う
な
が
さ
れ
て
体
を

動
か
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
作
家
の
動
き
は
、
作
品
と
作
家
の

動
き
と
の
間
に
必
然
の
統
一
が
保
た
れ
て
い
て
、
作
家
が
動
く
と
い
う
こ
と

は
と
り
も
直
さ
ず
文
学
が
新
し
い
自
身
の
動
き
を
経
験
す
る
と
い
う
現
実
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
四
〇
年
と
い
う
年
に
な
っ
て
作
家
の
動
き
と
作
品
の
動

き
と
の
関
係
は
、
非
常
に
特
殊
な
分
裂
を
示
し
た
。
作
品
は
そ
の
自
か
ら
な

る
生
成
の
密
度
で
比
重
が
重
く
沈
澱
し
て
左
右
水
平
の
動
き
を
示
し
て
い
る

上
で
、
作
家
が
体
一
つ
で
上
下
動
的
運
動
を
示
し
、
と
び
上
っ
た
り
落
ち
た
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り
、
そ
の
こ
と
の
重
さ
で
益
々
作
品
は
平
た
く
お
し
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
よ
う
な

奇
妙
な
姿
が
現
れ
た
。

　
或
る
種
の
作
家
に
と
っ
て
は
一
人
の
人
の
現
実
の
上
に
こ
の
動
き
の
分
裂

が
顕
著
で
あ
る
し
、
今
日
の
文
学
全
般
を
瞰み
れ
ば
、
客
観
的
に
一
つ
の
目
立

つ
現
象
と
し
て
作
家
と
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
語
る
べ
き
点
と
な
っ
て
来

て
い
る
。

　
今
年
の
し
め
く
く
り
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
、
私
た
ち
は
慎
重
に
、
こ
の

上
下
動
と
水
平
動
と
の
間
に
あ
る
角
度
の
本
質
を
見
き
わ
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
こ
に
或
る
開
き
、
殆
ど
直
角
の
開
き
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
視
る

だ
け
で
は
不
足
と
思
う
。
二
つ
の
運
動
の
間
で
揉
ま
れ
ひ
し
ゃ
げ
た
の
は
外
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な
ら
ぬ
文
学
で
あ
り
、
自
分
と
の
真
の
統
一
で
作
品
を
生
む
こ
と
で
動
い
て

行
こ
う
と
す
る
作
家
の
、
年
齢
や
経
験
に
か
か
わ
ら
な
い
歴
史
的
な
苦
悩
の

原
因
も
そ
こ
に
潜
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
社
会
の
歴
史
が
世
界
史
的
な
規
模
で
変
る
時
期
に
面
し
て
い
る
事

実
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
文
学
は
そ
れ
に
つ
れ
て
ど
ん
な
新

た
な
誕
生
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
従
来
の
作

家
の
世
界
に
現
実
を
歴
史
か
ら
み
る
実
力
が
欠
け
て
い
た
悲
惨
が
大
き
く
結

果
を
み
せ
て
来
た
。
新
し
い
日
本
と
い
う
も
の
の
目
安
か
ら
ご
く
概
念
的
に

一
方
的
に
下
さ
れ
る
過
去
の
文
学
へ
の
批
判
の
性
質
を
噛
み
わ
け
て
文
学
の

問
題
と
し
て
摂
取
成
長
し
て
ゆ
く
よ
り
先
、
作
家
と
い
う
も
の
の
文
化
的
存

在
の
可
能
不
可
能
、
ひ
い
て
は
た
つ
き
の
問
題
へ
性
急
に
迫
っ
て
現
れ
て
、
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そ
こ
で
作
品
と
は
切
り
は
な
れ
た
作
家
の
上
下
動
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　
従
っ
て
そ
の
動
き
で
は
、
雷
の
親
の
う
つ
太
鼓
を
雷
の
子
ど
も
も
自
分
の

小
太
鼓
で
う
ち
た
た
く
姿
が
あ
ら
わ
れ
、
文
学
の
重
く
痛
切
な
流
れ
は
左
右

の
岸
を
洗
い
つ
つ
自
身
の
流
れ
に
沿
う
て
流
れ
ざ
る
を
得
な
い
形
な
の
で
あ

る
。

　
現
代
文
学
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
の
大
き
く
深
い
淵
、
角
度
の
ひ
ら

き
を
、
そ
の
現
実
の
意
味
の
大
き
さ
、
深
さ
そ
の
も
の
に
於
て
把
握
し
て
そ

の
本
質
を
つ
き
つ
め
会
得
す
る
こ
と
で
、
明
日
の
文
学
は
み
ず
か
ら
の
前
進

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
作
家
と
作
品

と
の
間
に
そ
う
い
う
甚
し
い
分
裂
が
生
じ
た
の
は
、
こ
の
数
年
来
文
学
の
世
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界
に
真
の
現
実
諸
関
係
を
生
か
そ
う
と
せ
ず
、
作
家
の
恣
意
に
よ
っ
て
風
俗

の
一
断
面
を
自
身
の
鏡
の
下
に
お
い
て
眺
め
た
り
、
思
念
の
断
片
を
一
つ
の

世
界
に
拡
大
し
て
見
た
り
し
て
来
て
い
た
文
学
へ
の
云
っ
て
み
れ
ば
現
実
の

復
讐
で
あ
る
か
ら
、
文
学
の
世
界
に
現
実
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
よ
う
な
考

え
は
無
用
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
四
年
ほ
ど
前
の
言
葉
の
唾
は
、
余
り
自
由
に

心
地
よ
く
ひ
ろ
く
高
く
は
ね
と
ば
さ
れ
て
、
そ
の
後
四
年
た
っ
て
面
上
に
落

ち
か
か
っ
て
来
た
と
き
は
、
そ
の
震
動
の
激
し
さ
で
、
外
な
ら
ぬ
そ
の
発
言

者
が
顛
動
的
上
下
動
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
深
淵
は
一
般
に
微
妙
な
時
代
的
翳
を
な
げ
て
い

て
、
現
代
小
説
で
は
人
間
の
社
会
的
な
生
活
の
物
語
と 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

生
態
描
写
と

の
本
質
上
の
区
別
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
来
て
い
る
し
歴
史
小
説
の
分
野
で
は
、
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時
代
と
環
境
と
の
客
観
的
意
義
の
評
価
を
見
直
す
こ
と
で
は
前
進
し
つ
つ
、

そ
こ
に
ゆ
き
か
け
る
時
代
の
人
間
の
積
極
な
も
の
と
の
関
係
の
分
析
と
意
義

と
を
従
の
関
係
に
お
く
こ
と
で
は
や
は
り
現
代
の
文
学
の
敗
北
の
投
影
が
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
評
論
の
面
で
は
、
誤
っ
た
文
学
の
政
論
化
功
用
論
へ
の

対
症
と
し
て
、
文
学
の
本
質
に
再
び
一
般
の
理
解
を
据
え
直
し
、
云
わ
ば
文

学
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
り
直
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
努
力
の
方
向
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
う
意
味
で
の
文
学
的
啓
蒙
が
日
本
の
文
化
に
と
っ
て

ど
ん
な
に
必
要
か
と
い
う
こ
と
は
、
二
年
前
と
も
か
く
知
性
の
作
家
と
称
し

て
売
れ
た
阿
部
知
二
氏
の
売
れ
ゆ
き
は
去
年
で
ぐ
っ
と
減
っ
て
、
島
木
健
作

氏
さ
え
本
年
に
か
け
て
石
川
達
三
氏
に
売
れ
ゆ
き
を
隔
絶
的
に
凌
駕
さ
れ
て
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い
る
と
い
う
、
一
応
文
学
以
外
の
現
象
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
。
文
学
常
識

の
急
激
な
落
潮
、
日
本
文
化
の
低
下
の
激
甚
さ
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
本
年
の
問
題
で
あ
る
。

　
評
論
の
そ
う
い
う
努
力
の
方
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
も
困
難
と
混
迷

の
時
代
的
な
色
が
あ
る
。
例
え
ば
作
家
研
究
を
飽
く
迄
文
学
の
中
で
行
お
う

と
す
る
正
常
な
意
企
を
も
つ
評
論
家
が
作
家
の
タ
イ
プ
に
関
心
を
ひ
か
れ
て
、

タ
イ
プ
の
共
通
に
か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
模
す
る
本
質
的
な
も
の
に
つ
い
て
余

り
注
目
を
深
め
な
か
っ
た
り
、
歪
曲
さ
れ
た
功
用
論
へ
の
是
正
と
し
て
の
芸

術
本
質
論
の
方
法
に
お
い
て
、
文
学
の
経
た
歴
史
の
刻
み
を
逆
に
辿
る
形
を

よ
り
強
く
示
め
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
な
現
象
は
、
今
日
の
紛
糾
を
明

日
へ
向
っ
て
勁つよ
く
掴
む
歴
史
的
な
感
覚
の
弱
さ
で
は
小
説
の
弱
さ
に
通
ず
る
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も
の
と
し
て
、
私
た
ち
を
深
く
省
み
さ
せ
る
点
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
現
代
文
学
が
波
瀾
を
し
の
い
で
成
長
す
る
に
は
、
過
去
と
い
う
語
感
で
な

く
明
日
へ
と
い
う
感
覚
で
の
客
観
的
な
健
全
な
歴
史
感
で
今
日
が
把
握
さ
れ
、

そ
の
情
熱
の
裡
に
創
造
力
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
ゆ
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
は
、
作
品
の
水
平
動
と
作
家
の
上
下
動
と
の
個

々
に
目
を
う
ば
わ
れ
ず
、
そ
れ
を
総
括
し
て
現
代
文
学
史
の
一
頁
に
よ
み
と

ろ
う
と
す
る
努
力
に
も
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
〔
一
九
四
〇
年
十
二
月
〕
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