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菊
池
寛
の
文
学
が
大
衆
文
学
と
し
て
広
く
愛
さ
れ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
そ

の
理
由
は
菊
池
寛
の
文
学
と
生
活
の
基
本
的
な
調
子
、
も
っ
と
も
日
本
の
半

封
建
的
な
社
会
生
活
に
お
か
れ
て
い
る
生
活
の
常
識
に
固
く
立
っ
て
い
た
か

ら
だ
と
思
う
。

　
例
え
ば
「
忠
直
卿
行
状
記
」
な
ど
を
み
る
と
大
名
の
君
主
と
そ
の
家
来
と

の
間
に
あ
っ
た
極
端
な
形
式
主
義
を
足
場
に
し
た
の
に
対
し
て
割
合
に
人
間

ら
し
い
常
識
を
持
っ
て
い
た
忠
直
卿
が
ジ
リ
ジ
リ
し
て
そ
の
腹
立
ち
を
当
時

の
君
主
ら
し
い
乱
暴
狼
藉
に
現
わ
し
た
。
そ
し
て
大
名
を
辞
め
て
殿
様
で
な

く
な
っ
た
ら
す
っ
か
り
カ
ラ
ッ
と
す
ん
だ
気
持
に
な
っ
た
物
語
で
あ
る
。

　
昔
あ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
忠
直
卿
の
人
間
真
実
の
追
究
と
い
う
ふ
う
に
理
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解
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
後
「
俊
寛
」
を
読
ん
で
忠
直
卿
の
基
礎
は
常
識
で
あ

る
と
理
解
し
た
。
「
俊
寛
」
に
し
ろ
謡
曲
で
は
あ
あ
い
う
哀
れ
な
物
語
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
す
べ
て
の
物
語
が
鬼
気
せ
ま
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

け
れ
ど
も
菊
池
寛
の
「
俊
寛
」
は
鬼
界
ヶ
島
で
坊
主
の
衣
を
ぬ
い
だ
ら
ス
ッ

カ
リ
丈
夫
に
な
っ
て
土
地
の
女
を
女
房
に
し
て
子
供
も
何
人
か
生
ん
で
毎
日

勇
し
く
大
き
な
魚
な
ど
を
釣
っ
た
り
し
て
い
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
菊
池
寛
は
英
国
文
学
の
根
柢
に
あ
る
常
識
性
（
例
え
ば
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ

ョ
ウ
な
ど
）
と
彼
が
曾
つ
て
貧
し
い
大
学
生
と
し
て
盗
み
の
嫌
疑
さ
え
か
け

ら
れ
た
よ
う
な
生
活
を
経
て
き
た
の
が
年
と
共
に
度
胸
の
据
っ
た
あ
の
よ
う

な
常
識
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
菊
池
の
大
衆
文
学
に
は
読
者
を
「
な
る
ほ
ど
ネ
」
と
い
わ
せ
る
力
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が
あ
っ
て
も
、
し
か
し
読
者
を
深
く
考
え
さ
せ
、
自
分
に
疑
問
を
持
た
せ
る
、

社
会
の
進
歩
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
反
問
さ
せ
る
力
は
絶
対

に
な
い
慰
め
に
よ
む
小
説
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
性
質
を
持
つ
菊
池

文
学
が
愛
さ
れ
た
（
換
言
す
れ
ば
広
く
受
入
れ
ら
れ
た
）
の
は
当
然
の
こ
と
、

従
っ
て
菊
池
の
常
識
性
の
反
面
は
戦
争
に
な
れ
ば
そ
れ
に
適
応
し
た
戦
争
を

鼓
吹
し
、
戦
争
宣
伝
も
ど
し
ど
し
や
っ
て
疑
問
を
持
た
な
か
っ
た
。
戦
争
が

一
般
人
民
に
ど
ん
な
犠
牲
を
与
え
、
し
か
も
戦
争
物
で
自
分
が
も
う
け
て
ま

す
ま
す
競
馬
馬
を
買
う
こ
と
が
出
来
て
も
少
し
も
疑
問
を
持
た
な
か
っ
た
。

「
世
の
中
と
は
そ
う
い
う
も
の
さ
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
て
く
れ
ば
菊
池
寛
が
広
く
読
ま
れ
た
と
い
う
の
は
日

本
の
人
民
の
社
会
的
批
判
と
自
分
の
運
命
に
つ
い
て
の
意
思
が
ハ
ッ
キ
リ
し
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な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
反
映
だ
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
講
談
社
の
出
版
物
は
広
く
読
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が

日
本
の
人
民
の
幸
福
に
ど
う
役
立
つ
か
と
い
え
ば
、
戦
争
を
鼓
吹
し
、
い
ま

で
も
ど
こ
や
ら
反
動
的
な
調
子
を
持
込
ん
で
明
る
い
民
主
化
を
そ
ら
そ
う
と

し
て
い
る
。
一
人
の
作
家
が
広
く
読
ま
れ
る
と
い
う
場
合
、
い
つ
も
そ
れ
は

歴
史
の
爪
先
の
方
向
で
読
ま
れ
て
い
る
か
、
お
く
れ
た
踵
の
方
で
読
ま
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
私
共
は
深
く
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
常
識
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
の
社
会
の
歴
史
が
可
能
に
し
て
い
る
進
歩

の
最
小
限
を
表
し
、
同
時
に
そ
の
社
会
の
持
っ
て
い
る
偏
見
や
保
守
な
ど
に

最
大
限
で
あ
る
も
の
だ
か
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
八
年
三
月
〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
三
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1979
（
昭
和54

）
年11

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986

（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
一
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年5
月
発
行

初
出
：
「
青
年
新
聞
」

　
　
　1948

（
昭
和23

）
年3

月17
日
号

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
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入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年4
月23

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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