
「下じき」の問題
――こんにちの文学への疑い――
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い
た
る
と
こ
ろ
で
、
現
代
文
学
の
停
滞
が
意
識
さ
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
が
「
小
説
の
運
命
」
と
い
う
風
な
題
目
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら

れ
は
じ
め
た
の
は
、
き
の
う
、
き
ょ
う
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
二
三
年
前

か
ら
の
こ
と
で
も
な
い
。
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
一
九
一
七
、
八
年
と
い
う
時
代

に
問
題
の
源
が
発
し
て
い
る
。
第
一
次
大
戦
の
末
期
か
ら
そ
の
後
に
か
け
て

  

市    

民  

ブ
ル
ジ
ョ
ア

の
文
学
と
し
て
の
近
代
文
学
の
う
み
て
で
あ
る
中
間
層
の
社
会
生

活
は
、
激
動
を
う
け
た
。
そ
の
市
民
と
し
て
の
生
活
感
情
が
変
化
し
た
に
つ

れ
て
、
文
学
の
精
神
も
表
現
も
、
そ
れ
ま
で
の
様
相
を
か
え
た
。

　
第
二
次
大
戦
は
、
更
に
大
規
模
な
破
壊
と
変
貌
と
を
地
球
の
上
に
ひ
き
お

こ
し
た
。
世
界
の
文
学
に
は
、
第
一
次
大
戦
の
の
ち
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
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根
本
的
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
第
一
次
大
戦
の
後
、
世
界
の
市ブ

     
民   

ル
ジ
ョ
ア

文
学
の
変
化
は
、
最
も
は
げ
し
く
中
間
層
の
生
活
が
破
壊
さ
れ
た
ド

イ
ツ
の
社
会
的
要
因
の
上
に
展
開
さ
れ
た
。
同
時
に
、
世
界
文
学
は
、
は
じ

め
て
労
働
者
階
級
の
文
学
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
）
の
誕
生
を
迎
え
た
。
ソ

ヴ
ェ
ト
同
盟
の
革
命
的
な
文
学
は
、
世
界
文
学
が
包
括
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ

ィ
ー
の
内
容
に
、
は
っ
き
り
と
、
現
代
の
歴
史
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
意

義
と
新
し
い
能
力
の
実
証
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
次
大
戦
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
タ
リ
ー
、
日
本

の
敗
北
を
結
果
し
た
。
あ
や
ま
っ
た
指
導
力
に
自
分
た
ち
の
運
命
を
ま
か
せ

た
こ
れ
ら
の
民
族
は
、
ド
イ
ツ
人
民
が
そ
の
悲
惨
に
お
い
て
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
き
ょ
う
の
世
界
文
学
の
上
に
、
自
分
た
ち
の
お
そ
ろ
し
い
経
験
を
、
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人
類
の
最
後
の
悪
夢
た
る
べ
き
経
験
と
し
て
物
語
る
余
力
が
な
い
ま
で
に
挫

折
さ
せ
ら
れ
た
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
文
学
と
ア
メ
リ
カ
文
学
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
が
、

こ
ん
に
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
側
で
世
界
文
学
の
運
動
を
示
す
三
つ
の
星
と
な

っ
た
に
は
、
世
界
史
の
裏
づ
け
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
文
学
は
、
パ
ー
ル
・
バ

ッ
ク
や
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ウ
や
オ
ー
エ
ン
・
ラ
テ
ィ
モ
ア
な
ど
の
優
秀
な
西

欧
の
人
間
性
を
通
じ
て
世
界
文
学
に
座
を
つ
ら
ね
る
段
階
を
ぬ
け
て
来
て
い

る
。
中
国
は
中
国
の
人
々
自
身
の
物
語
を
か
た
り
は
じ
め
た
。
イ
ン
ド
も
、

朝
鮮
も
、
イ
ン
ド
・
シ
ナ
も
。
ア
ジ
ア
は
、
現
代
史
の
な
か
で
、
は
っ
き
り

一
つ
地
球
の
東
側
に
生
存
し
て
い
る
人
類
の
文
学
と
し
て
自
身
を
な
り
た
た

せ
る
可
能
を
示
し
は
じ
め
た
。
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日
本
は
、
ア
ジ
ア
の
憲
兵
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
来
た
。
過
去
の
戦
争
の
年

々
は
、
権
力
に
よ
っ
て
そ
の
場
に
ひ
き
出
さ
れ
た
個
々
の
人
た
ち
の
真
の
心

根
が
ど
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
世
界
史
の
上
に
演
じ
た
客
観
的
な
役
割
は
、

憲
兵
的
で
あ
る
程
度
を
こ
し
て
、
ア
ジ
ア
の
平
和
の
毒
害
者
で
あ
っ
た
。
戦

争
中
、
日
本
の
文
学
は
、
戦
争
協
力
の
方
向
に
た
た
な
い
も
の
は
、
存
在
を

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
人
民
は
、
敗
戦
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
。

　
空
襲
を
う
け
た
日
本
の
土
地
土
地
の
地
質
が
変
化
し
た
。
や
け
た
あ
と
の

土
に
庭
木
は
育
た
な
く
な
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
、
猛
烈
な
雑
草
の
繁
殖
力
が

あ
ら
わ
れ
た
。
ひ
と
の
背
た
け
の
倍
ほ
ど
も
あ
る
鬼
蓼
が
昔
、
森
鴎
外
の
住

ん
で
い
た
観
潮
楼
の
や
け
あ
と
に
も
生
え
た
。

　
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
、
日
本
の
現
代
文
学
は
、
平
和
に
向
っ
て
解
放
さ
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れ
た
。
人
間
性
の
恢
復
、
人
間
と
し
て
生
き
る
諸
権
利
の
覚
醒
の
声
と
動
き

に
充
満
し
て
、
文
学
の
す
べ
て
の
真
面
目
な
試
み
と
す
べ
て
の
安
易
な
云
い

の
が
れ
の
、
ど
れ
も
が
、
日
本
文
学
に
お
け
る
近
代
の
社
会
性
と
人
間
性
の

確
立
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。

　
だ
が
、
き
ょ
う
、
わ
た
し
た
ち
す
べ
て
が
感
じ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
文

学
の
、
も
の
足
り
な
さ
で
あ
る
。
納
得
の
ゆ
く
方
向
に
立
っ
て
生
活
の
実
体

と
と
も
に
歩
み
す
す
め
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
の
足
ど
り
は
、
ま
だ
る

っ
こ
い
、
と
い
う
種
類
の
も
の
足
り
な
さ
で
は
な
い
。
現
在
、
感
じ
て
い
る

日
本
文
学
の
も
の
足
り
な
さ
は
、
そ
れ
が
未
熟
だ
か
ら
で
も
、
稚
拙
だ
か
ら

で
も
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ど
の
作
品
も
趣
向
は
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
ら
し
て

あ
っ
て
、
手
綺
麗
に
色
も
と
り
ど
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
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多
く
が
、
駅
の
売
店
に
つ
ら
れ
て
い
る
派
手
な
セ
ロ
フ
ァ
ン
人
形
だ
、
と
い

う
、
そ
の
も
の
足
り
な
さ
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
字
を
よ
む
が
、
そ
こ
に
動

き
と
色
彩
が
あ
る
だ
け
で
、
魂
が
な
い
。
そ
の
空
虚
さ
が
堪
え
が
た
く
、
作

家
で
あ
り
、
同
時
に
読
者
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
迫
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た

ち
が
、
単
に
読
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
作
家
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
現
代
文
学
の
こ
の
よ
う
な
空
虚
に
対
し
て
、
鋭
い
苦
痛
を
よ
び
さ

ま
さ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
読
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
家
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
現
代
文
学
を
軽
蔑
し
て
す
む
こ
と
で
は

な
く
、
そ
の
よ
う
な
文
学
を
発
生
さ
せ
て
い
る
日
本
の
社
会
の
状
況
そ
の
も

の
を
改
め
て
直
視
し
て
、
そ
の
追
求
の
過
程
で
、
こ
ん
に
ち
に
実
在
し
て
い

る
よ
り
真
実
で
強
固
な
人
間
性
と
そ
の
文
学
の
主
張
を
生
か
し
て
ゆ
か
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
い
先
日
の
新
聞
に
の
っ
た
文
芸
時
評
で
、
青
野
季
吉
が
、
文
壇
文
学
か

ら
の
「
脱
出
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
一
つ
な
が
り
の
作
品
と
し
て
数
篇
の
小

説
に
ふ
れ
て
い
た
。

　
現
代
文
学
の
行
き
づ
ま
り
が
感
じ
ら
れ
て
か
ら
、
脱
出
は
「
雲
の
会
」
と

な
り
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
の
愛
好
と
な
っ
て
賑
や
か
に
示
威
さ
れ
て
い
る
。

　
正
宗
白
鳥
の
「
日
本
脱
出
」
は
、
一
部
の
批
評
家
に
よ
る
と
、
日
本
の
ニ

ヒ
リ
ス
ト
が
、
現
代
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
チ
ャ
ン
ピ
ヨ
ン
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
驚

異
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

「
脱
出
」
と
い
う
言
葉
を
日
本
の
文
学
の
上
に
、
ふ
た
た
び
よ
む
と
き
、
わ

た
し
た
ち
の
心
に
は
、
あ
る
思
い
が
湧
く
。
一
九
三
六
年
ご
ろ
、
イ
タ
リ
ー
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映
画
に
「
脱
出
」
と
い
う
作
品
が
あ
っ
た
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー

と
の
黙
契
に
よ
っ
て
北
ア
フ
リ
カ
へ
侵
略
を
開
始
す
る
前
ご
ろ
の
作
品
で
、

い
ま
こ
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
イ
は
思
い
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
当
時
イ
タ
リ
ー

の
人
民
生
活
を
圧
し
て
い
た
社
会
不
安
、
生
活
の
不
安
か
ら
、
北
ア
フ
リ
カ

へ
の
軍
事
行
動
へ
「
脱
出
」
す
る
と
い
う
、
好
戦
の
映
画
で
あ
っ
た
。
イ
タ

リ
ー
大
使
館
か
ど
こ
か
の
好
意
に
よ
る
特
別
試
写
会
で
、
そ
れ
を
見
た
。
そ

し
て
「
脱
出
」
と
い
う
字
は
深
く
心
に
刻
み
こ
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

「
日
本
脱
出
」
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
白
鳥
の
な
ぐ
さ
み
に
つ
け
ら
れ
た
題

ば
か
り
で
な
く
、
日
本
の
き
ょ
う
の
文
学
に
、
む
し
ろ
、
文
学
の
若
い
ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
十
数
年
に
わ
た
っ
た

過
去
の
戦
争
の
年
々
、
人
間
性
を
さ
か
む
け
に
す
る
破
壊
的
な
戦
争
強
行
の
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現
実
の
な
か
で
、
一
年
一
年
死
の
予
想
を
前
に
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
青

年
た
ち
は
、
そ
の
中
で
絶
望
を
支
え
、
人
間
と
し
て
生
き
る
精
神
の
拠
り
ど

こ
ろ
を
何
に
求
め
た
だ
ろ
う
。

　
日
本
の
治
安
維
持
法
の
非
道
さ
は
、
治
安
維
持
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
公
然
と
語
れ
ば
、
犯
罪
行
為
と
し
た
。
東
條

内
閣
の
言
論
、
思
想
の
圧
迫
は
、
言
論
の
自
由
が
な
く
、
思
想
は
抑
圧
さ
れ

て
い
る
と
い
う
現
実
そ
の
も
の
を
抹
殺
し
た
ほ
ど
、
極
端
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
生
き
よ
う
と
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
青
春
が
、
辛
う

じ
て
周
囲
に
見
出
し
て
と
り
す
が
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
ナ
チ
ス
軍
が
マ
ジ
ノ
線
を
突
破
す

る
以
前
の
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
ジ
イ
ド
な
ど
の
文
学
だ
っ
た
。
野
間
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宏
が
、
自
分
は
十
二
年
間
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
を
も
っ
て
語
っ
て
来
た
、
と

回
想
し
て
い
る
の
は
、
誇
張
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
野
間
宏
の
人
間
と
文
学

と
の
過
程
が
人
々
の
関
心
を
よ
び
さ
ま
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
、
国

内
で
の
脱
出
、
国
内
亡
命
を
生
き
て
来
た
現
代
の
一
つ
の
精
神
が
、
彼
の
選

ん
だ
政
治
の
路
線
を
ど
の
よ
う
な
角
度
で
と
お
っ
て
、
日
本
土
着
の
人
民
の

運
命
に
密
着
し
、
帰
属
し
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
野
間
宏
に
と
っ

て
は
、
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
ま
え
の
日
本
語
さ
え
も
、
新

し
い
生
活
の
発
見
に
属
す
で
あ
ろ
う
。
「
青
年
の
環
」
「
時
計
の
目
」
「
硝

子
」
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
そ
の
こ
と
を
十
分
暗
示
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
社
交
サ
ロ
ン
小
説
の
大
体
は
、
こ
ん
に
ち
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
存
在
し

え
な
い
、
限
界
に
立
つ
も
の
だ
っ
た
。
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
「
赤
い
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百
合
」
で
さ
え
も
、
こ
の
作
家
の
最
良
の
収
穫
た
ら
し
め
な
か
っ
た
。
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
が
、
「
脂
肪
の
塊
」
と
「
女
の
一
生
」
「
水
の
上
」
の
他
の
何
で

文
学
史
の
上
に
立
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
自
身
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
る
も
の
の
源

泉
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
交
小
説
に
お
い
て
、
こ
ん
に
ち
語
る
こ
と
の
で
き
る

三
島
由
紀
夫
も
、
お
そ
ら
く
は
戦
時
下
の
早
熟
な
少
年
期
を
、
「  

抵    

抗  

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」

の
必
然
の
な
か
っ
た
こ
ろ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
、
そ
れ
が
、
ど
れ
ほ
ど
歴
史

の
頁
か
ら
ず
れ
つ
つ
あ
る
か
を
知
ら
ず
に
棲
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
文
学
が
、
一
九
三
三
年
ご
ろ
か
ら
は
ロ
シ
ア
語
と
と
も

に
「
危
険
」
「
要
監
視
」
と
な
っ
て
、
椎
名
麟
三
が
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ

ー
に
ば
か
り
親
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
、
あ
な
が

ち
、
自
身
の
気
質
に
よ
り
か
か
っ
た
と
ば
か
り
は
云
え
ま
い
。
椎
名
麟
三
も
、
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日
本
へ
帰
り
は
じ
め
て
い
る
。

　
ひ
と
く
ち
に
、
戦
後
の
文
学
、
戦
後
の
作
家
と
よ
ば
れ
て
い
る
現
代
文
学

の
素
質
に
、
こ
の
よ
う
に
日
本
独
特
な
精
神
の
国
内
亡
命
が
、
因
子
と
な
っ

て
作
用
し
て
い
る
事
実
は
、
見
の
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
第
二
次
大
戦
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
惨
禍
を
、
日
本
の
戦
時
的
日
常
の
現
実
を
、

通
じ
て
生
死
し
な
が
ら
、
精
神
で
は
大
戦
前
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
知
ら
な
い

フ
ラ
ン
ス
文
学
に
国
内
亡
命
を
し
て
い
た
人
々
の
矛
盾
は
、
お
そ
ら
く
そ
の

人
々
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
激
し
く
、
こ
ん
に
ち
日
本
の
文
学
に
国
内

亡
命
を
し
て
い
た
人
々
の
矛
盾
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
人
々
に
自
覚
さ
れ
て
い

る
よ
り
も
激
し
く
、
こ
ん
に
ち
日
本
の
文
学
の
空
虚
さ
に
作
用
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
「
俘
虜
記
」
か
ら
「
武
蔵
野
夫
人
」
へ
の
大
岡
昇
平
に
つ

い
て
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
タ
ン
ダ
リ
ア
ン
で
あ
る

こ
の
作
家
の
「
私
の
処
方
箋
」
（
群
像
十
一
月
号
）
は
、
き
ょ
う
の
ロ
マ
ネ

ス
ク
を
と
な
え
る
日
本
の
作
家
が
、
ラ
デ
ィ
ゲ
だ
の
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
夫
人

だ
の
、
そ
の
他
の
、
下
じ
き
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
上
に
処
方
し
た
作
品
を

つ
く
り
出
し
て
い
る
こ
と
、
或
は
歴
史
性
ぬ
き
の
下
じ
き
を
使
用
す
る
こ
と

を
あ
や
し
ま
な
い
な
ら
わ
し
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
、
む
し
ろ
、
こ

ん
に
ち
の
世
界
文
学
を
お
ど
ろ
か
せ
、
奇
異
の
思
い
を
抱
か
せ
る
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
、
活
溌
な
批
評
家
と
見
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
が
、
作
者
が
だ
ま
っ

て
机
の
下
に
入
れ
て
い
る
「
下
じ
き
」
を
見
抜
い
て
、
そ
れ
は
ラ
デ
ィ
ゲ
で
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あ
る
と
か
、
或
は
フ
ロ
ー
ベ
ル
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
当
て
も
の
が
一
つ
の
文

学
の
仕
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
学
的
ク
イ
ー
ズ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

だ
ろ
う
。

　
日
本
の
き
ょ
う
の
文
学
、
し
か
も
西
欧
的
な
も
の
を
意
欲
し
て
い
る
と
云

わ
れ
る
人
々
の
文
学
に
あ
る
こ
の
奇
怪
な
顛
倒
と
時
代
錯
誤
へ
の
屈
従
、
追

随
こ
そ
、
批
評
家
を
無
力
に
し
、
骨
抜
き
に
し
て
い
る
。
別
の
云
い
か
た
を

す
る
と
、
戦
後
の
批
評
家
の
多
く
は
、
そ
の
人
自
身
、
国
内
亡
命
を
し
て
い

た
人
々
で
あ
り
、
作
家
と
同
時
代
人
と
し
て
の
、
同
じ
精
神
の
習
癖
を
も
っ

て
い
る
。
い
わ
ば
、
日
本
の
は
だ
し
の
足
の
、
指
で
は
が
れ
て
い
る
生
爪
を

見
る
こ
と
を  

顰    

蹙  

ひ
ん
し
ゅ
く

す
る
か﹅
た﹅
ぎ﹅
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
人
々
の
文
学
の
言
葉
で
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
ぬ
き
が
た
い
疑
い
と
し
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て
語
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
複
雑
な
精
神
の
状
態
か
ら
、
批
評
の
無
力
は
、
ひ
き
お
こ
さ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
先
ご
ろ
、
文
学
の
外
に
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
々

の
間
か
ら
、
文
芸
評
論
に
類
似
す
る
発
言
が
迎
え
ら
れ
た
現
象
も
お
こ
し
た
。

ま
た
、
同
じ
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
よ
っ
て
い
る
き
ょ
う
の
同
時
代
の
人
々
の
間

で
も
、
時
代
性
ぬ
き
の
フ
ラ
ン
ス
派
　
　
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世

界
史
に
立
つ
展
開
と
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
さ
し
た
る
重
要
性
を

見
よ
う
と
し
な
い
立
場
の
人
々
と
、
第
二
次
大
戦
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
人
民

の
生
活
と
文
学
と
が
変
化
し
た
事
実
を
は
っ
き
り
把
握
し
て
い
る
人
々
の
間

に
は
、
い
ち
じ
る
し
い
精
神
と
気
風
と
の
隔
絶
が
あ
る
。
後
者
は
、
こ
ん
に

ち
日
本
の
銀
座
に
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
と
い
う
服
飾
店
な
ど
が
あ
る
こ
と
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を
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
女
の
口
か
ら
き
く
パ
リ
ま
が
い
の
フ
ラ
ン
ス
語
と
ひ
と

し
く
、
そ
の
人
々
の
た
め
に
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
良
心
の
た
め
に
汗
ば
む
思
い

で
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
文
学
の
批
評
の
能
力
が
弱
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
九
四
八
、

九
年
に
批
評
の
無
力
が
云
わ
れ
は
じ
め
た
。
民
主
主
義
文
学
運
動
は
、
批
評

の
能
力
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
し
い
文
学
行
動
の
創
造

力
を
日
本
の
国
土
に
め
ざ
ま
し
て
ゆ
く
力
に
お
い
て
も
欠
け
て
い
た
。

　
従
来
の  

市    

民  

ブ
ル
ジ
ョ
ア

文
学
と
の
関
係
で
、
こ
の
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
場
合
、

そ
こ
に
は
、
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
何
か
微
妙
な
い
き
さ
つ
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
民
主
主
義
文
学
運
動
の
側
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
か
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ら
の
ち
、
日
本
の
民
主
革
命
は
、
急
速
に
推
移
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
、

ど
の
よ
う
に
辿
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
見
と
お

し
の
上
に
、
曖
昧
な
も
の
を
も
っ
た
ま
ま
来
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
民
主

主
義
文
学
運
動
に
、
意
外
に
も
大
き
い
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。

　
民
主
的
な
立
場
で
の
、
人
民
的
な
ひ
ろ
い
統
一
戦
線
。
日
本
の
理
性
と
良

心
の
擁
護
を
め
ざ
す
私
心
の
な
い
、
広
汎
な
戦
線
の
必
要
は
、
こ
ん
に
ち
に

お
い
て
も
ま
じ
め
な
す
べ
て
の
人
々
の
欲
求
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
文
学
者
懇
談
会
は
、
継
続
さ
れ
な
か
っ

た
。
な
ぜ
あ
れ
は
、
も
ち
つ
づ
け
て
ゆ
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
い
わ
ゆ
る
肉
体
小
説
、
風
俗
小
説
の
作
者
か
ら
、
共
産
党
員
で
あ
る
作
家

・
批
評
家
ま
で
を
包
括
し
て
持
た
れ
る
懇
談
会
は
、
た
だ
そ
れ
ら
の
各
種
の
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人
た
ち
が
、
も
ち
こ
し
て
来
て
い
る
め
い
め
い
の
型
の
ま
ま
で
、
一
堂
に
よ

り
あ
つ
ま
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
烏
合
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
去
っ
て
し

ま
え
ば
、
そ
れ
き
り
元
の
も
く
あ
み
に
な
る
部
分
の
多
い
の
は
避
け
が
た
い
。

民
主
主
義
の
方
向
が
、
民
主
主
義
文
学
者
に
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
そ
し
て
、
新
鮮
な
決
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抵
抗
を
感
じ

て
い
る
文
学
者
た
ち
の
会
合
と
し
て
、 

一  

献 

い
っ
こ
ん

は
不
用
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
、
病
気
で
出
席
さ
え
出
来
な
か
っ
た
わ
た
し
が
、

こ
こ
で
ふ
れ
る
こ
と
は
、
仲
間
の
友
達
た
ち
に
対
し
て
は
す
ま
な
い
こ
と
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
多
く
の
人
々
に
共
通
な
一
つ
の
経
験
と
し
て
語

る
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
。
一
本
つ
け
た
、
と
い
う
話
を
き
い
た
と
き
、
心

が
し
ぼ
ら
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。
あ
あ
、
何
た
る
日
本
式
！
　
そ
の
よ
う
な
日
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本
式
談
合
万
端
に
こ
そ
抵
抗
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世

界
の
ど
こ
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
文
学
者
の
会
合
に
、
そ
こ
に
集
っ
た
ひ
と
た
ち

の
日
常
に
不
足
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
一
本
二
本
の
徳
利
が
な
け
れ

ば
座
が
も
ち
に
く
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
し
が
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し﹅
ら﹅
ふ﹅
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
抵
抗
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も

語
る
に
価
す
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
、
理
性
の
泥
酔
で
あ
る
の
だ
か

ら
。

　
わ
た
し
は
、
切
実
に
そ
う
感
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
席
に
つ
ら
な
っ
た
或

る
種
の
人
は
「
酒
が
あ
る
の
で
ほ
っ
と
し
た
」
と
語
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て

そ
の
言
葉
で
、
わ
た
し
の
感
じ
か
た
は
、
酒
を
た
し
な
ま
な
い
女
の
か
た
く

る
し
さ
、
い
つ
も
白
い
襟
が
す
き
と
い
う
よ
う
な
趣
味
と
見
ら
れ
る
よ
う
だ
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っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
段
々
あ
と
に
な
っ
て
、
か
た
く
る
し
く
さ
ば
け
な
い
の
は
、

わ
た
し
ば
か
り
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
た
。
杉
捷
夫
そ
の
ほ
か
、

い
く
た
り
か
の
人
は
、
か
り
に
も
日
本
の
主
だ
っ
た
文
学
者
が
あ
つ
ま
っ
た

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抵
抗
す
る
た
め
に
協
力
を
語
ろ
う
と
す
る
席
に
、
そ
の
と
き

の
よ
う
な
空
気
は
予
期
し
な
か
っ
た
と
失
望
を
洩
し
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
経
験
は
、
民
主
的
な
立
場
を
も
つ
文
学
者
で
も
、
そ
の
思
想
を
行
動

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
便
宜
主
義
に
支
配
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い

る
と
思
う
。
提
供
す
べ
き
責
任
の
あ
る
の
は
真
の
話
題
で
あ
っ
た
。
人
々
を
、

在
り
来
っ
た
自
身
の
う
ち
か
ら
出
で
立
た
せ
る
情
熱
の
モ
メ
ン
ト
こ
そ
、
提

出
す
べ
き
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
安
直
な
便
宜
主
義
の
た
め
に
善
い
意
図
さ
え
流
産
さ
せ
る

行
動
感
覚
は
、
民
主
主
義
文
学
者
の
間
に
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
古
さ
な
の
だ

ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
高
桑
純
夫
が
十
五
年
前
に
立
ち
も

ど
っ
た
き
ょ
う
の
日
本
に
お
い
て
「
怒
り
う
る
日
本
人
」
（
展
望
十
二
月
号
）

の
価
値
を
語
っ
て
い
る
文
章
が
、
読
者
の
心
に
訴
え
る
も
の
の
あ
る
の
は
何

故
だ
ろ
う
。

　
同
じ
歴
史
の
う
ち
に
生
き
な
が
ら
、
共
産
主
義
者
の
負
う
運
命
は
、
さ
な

が
ら
自
身
の
良
心
の
平
安
と
切
り
は
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装

う
、
最
も
陳
腐
な
自
己
欺
瞞
と
便
宜
主
義
が
、
日
本
の
現
代
文
学
の
精
神
の

中
に
あ
る
。
こ
の
天
皇
制
の
尾
骶
骨
の
ゆ
え
に
、
一
九
四
〇
年
ご
ろ
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
抗
す
る
人
民
戦
線
は
、
日
本
で
理
性
を
支
え
る
い
か
な
る
支
柱
と
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も
な
り
得
な
か
っ
た
。

『
人
間
』
十
一
月
号
に
、
獅
子
文
六
、
辰
野
隆
、
福
田
恆
存
の
「
笑
い
と
喜

劇
と
現
代
風
俗
と
」
と
い
う
座
談
会
が
あ
る
。
日
本
の
人
民
が
笑
い
を
知
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
り
あ
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

辰
野
　
福
田
さ
ん
の
「
キ
テ
ィ
颱
風
」
だ
っ
て
、
現
代
の
馬
鹿
囃
で
し
ょ
う
。

　
（
笑
）

獅
子
　
「
キ
テ
ィ
颱
風
」
で
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
が
笑
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
の

　
つ
か
な
い
見
物
人
が
い
る
の
に
は
ビ
ッ
ク
リ
し
て
し
ま
っ
た
で
す
。

福
田
　
英
雄
だ
と
思
っ
て
居
り
ま
す
よ
。
（
笑
）

獅
子
　
そ
う
ら
し
い
。
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辰
野
　
二
十
代
の
人
は
笑
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

獅
子
　
そ
う
す
る
と
、
こ
う
い
う
時
代
に
は
、
あ
あ
い
う
役
の
喜
劇
化
は
、

　
も
っ
と
強
く
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
あ
。

辰
野
　
だ
か
ら
、
曾
我
廼
家
五
郎
が
必
要
な
の
だ
。
（
笑
）
ど
う
も
軽
い
ア

　
イ
ロ
ニ
ィ
は
解
り
ま
せ
ん
ね
。
こ
こ
で
笑
え
と
云
っ
て
や
る
サ
ク
ラ
が
必

　
要
な
の
だ
。
（
中
略
）
民
衆
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
こ
と
を
云
っ
て
や

　
ら
な
い
と
ね
、
反
対
に
解
釈
さ
れ
て
は
ち
ょ
っ
と
困
る
か
ら
ね
。
（
笑
）

　
こ
れ
ら
三
人
の
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
、
同
じ
系
統
の
作
家
の
右
の
よ
う
な

座
談
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
人
た
ち
は
果
し
て
同

じ
よ
う
に
現
代
を
か
ら
か
う
口
調
で
語
っ
た
だ
ろ
う
か
。
二
十
代
の
人
は
笑

わ
な
い
。
そ
う
云
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
き
ょ
う
の
日
本
の
深
淵
が
あ
る
。
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一
九
五
〇
年
の
十
月
、
日
本
全
国
で
二
十
代
の
男
女
労
働
者
の
大
量
が
、

「
政
治
的
思
想
的
立
場
を
理
由
に
し
て
、
つ
ま
り
国
の
憲
法
と
労
働
関
係
法

規
と
に
違
反
し
て
首
切
ら
れ
ま
し
た
」
（
中
野
重
治
「
茅
盾
さ
ん
へ
」
、
展

望
十
月
号
）
、
二
十
代
の
全
国
の
学
生
は
、
同
じ
く
「
政
治
的
思
想
的
立
場

を
理
由
に
し
て
」
追
放
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
教
授
を
擁
護
し
て
、
日
本
の

理
性
の
た
め
に
た
た
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
二
十
数
名
の
文
学
者
は
、
日
本

の
思
想
と
言
論
の
自
由
の
た
め
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
。
数
十
年
間
大
学
の
仏

文
科
教
授
で
あ
っ
た
辰
野
博
士
が
そ
の
人
た
ち
の
笑
い
を
く
す
ぐ
る
た
め
に

は
曾
我
廼
家
五
郎
が
必
要
だ
と
云
っ
て
い
る
、
そ
の
日
本
の
二
十
代
の
生
活

と
文
学
の
現
実
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
き
ょ
う
の
馬
鹿
囃
に
唱
和

し
な
い
二
十
代
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
彼
ら
の
目
、
彼
ら
の
笑
い
を
も
た
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な
い
と
何
人
が
云
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
文
学
精
神
が
変
ら
ず
に
は
す
ま
な

い
素
地
は
歴
史
の
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
在
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　
こ
ん
に
ち
の
空
虚
で
あ
っ
て
、
し
か
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
の
存
在

意
欲
ば
か
り
は
げ
し
い
文
学
現
象
を
、
現
代
人
の
「
楽
し
み
と
い
う
も
の
は
、

だ
ん
だ
ん
贅
沢
に
な
る
か
ら
、
小
説
だ
っ
て
、
も
っ
と
贅
沢
に
な
れ
ば
い
い

ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
」
（
群
像
十
一
月
号
「
創
作
合

評
会
」
中
村
光
夫
）
と
総
括
し
て
、
そ
の
上
で
の
批
評
が
果
し
て
現
代
文
学

の
貧
困
を
救
う
何
事
か
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
と
同

席
の
本
多
秋
五
が
反
駁
し
て
発
言
し
て
い
る
。
「
人﹅
間﹅
と﹅
い﹅
う﹅
も﹅
の﹅
は﹅
、
だ﹅

ん﹅
だ﹅
ん﹅
部﹅
分﹅
品﹅
に﹅
な﹅
っ﹅
て﹅
ゆ﹅
く﹅
も﹅
の﹅
だ﹅
か﹅
ら﹅
、
部
分
品
が
全
部
噛
み
合
わ
さ

っ
た
状
態
に
お
け
る
人
間
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
大
へ
ん
な
難
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事
業
で
す
か
ら
、
部
分
品
と
し
て
の
消
閑
慰
安
の
具
と
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

で
社
会
的
使
命
を
果
す
と
い
う
考
え
か
た
が
非
常
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
」

（
傍
点
筆
者
）
人
類
と
い
う
も
の
が
、
自
然
現
象
と
し
て
、
だ﹅
ん﹅
だ﹅
ん﹅
部﹅
分﹅

品﹅
に﹅
な﹅
っ﹅
て﹅
ゆ﹅
く﹅
も﹅
の﹅
、
な
の
で
は
決
し
て
な
い
。
資
本
と
生
産
手
段
を
独

占
す
る
者
が
地
球
の
東
西
に
わ
た
っ
て
世
界
数
億
の
人
民
の
生
存
を
支
配
す

る
現
代
の
社
会
機
構
が
、
人
間
を
非
人
間
的
な
部
分
品
と
化
し
つ
つ
あ
る
。

フ
ォ
ー
ド
の
能
率
生
産
と
い
う
シ
ス
テ
ム
な
し
に
、
フ
ォ
ー
ド
工
場
の
労
働

者
の
、
全
生
涯
を
部
分
品
と
す
る
有
名
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
あ
り
得
な
い
。
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
労
働
に
し
た
が
い
、
勤
労
に
従
事
し
て
い
る
現
代
の
多
数
の

人
々
　
　
す
な
わ
ち
読
者
た
ち
は
、
誰
だ
っ
て
、
職
場
が
自
分
た
ち
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
場
に
お
け
る
従
順
な
部
分
品
と
し
て
だ
け
必
要
と
し
て
い
る
事
実
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を
、
日
々
の
現
実
か
ら
知
り
つ
く
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
人
間
性
が
部
分

品
視
さ
れ
る
に
堪
え
が
た
い
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は
、
「
ほ
ん
と

の
文
学
」
に
ひ
か
れ
る
。
そ
こ
に
求
め
て
い
る
の
は
、
意
識
し
て
い
る
い
な

い
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
ら
し
さ
で
あ
り
、
人
間
ら
し
さ
は
、
お
の
ず
か
ら

全
人
間
的
な
存
在
の
欲
求
で
あ
る
。
部
分
品
と
し
て
あ
る
環
境
に
据
え
つ
け

ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
自
分
で
生
き
、
自
分
で
行
動
し
、
自
分
で
判
断
し
て

生
き
て
ゆ
く
人
間
男
女
を
あ
こ
が
れ
て
い
る
。
若
い
人
々
が
翻
訳
小
説
に
ひ

か
れ
て
い
る
動
機
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
か
つ
て
は
、
世
界
で
一
番
一
人
当
り
の
貯
金
高
の
多
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の

中
流
人
の
生
活
と
い
う
安
穏
な
日
々
の
基
盤
の
上
に
、
ゴ
ル
フ
が
流
行
し
、

同
じ
消
閑
慰
安
の
目
的
に
そ
う
も
の
と
し
て
探
偵
小
説
が
発
達
し
た
こ
と
に
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は
、
必
然
が
あ
っ
た
。
吉
田
首
相
が
イ
ギ
リ
ス
の
探
偵
小
説
を
よ
み
、
日
本

の
大
衆
小
説
を
よ
む
所
以
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
慰
み
と
、
文
学
へ
の
欲
求
と

は
、
一
つ
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
も
と
よ
り
、
め﹅
の﹅
こ﹅
算
用
で
、
部
分
品
の
全
部
が
く
み
合
わ
さ
っ
た
状
態

に
お
け
る
人
間
を
考
え
た
り
、
そ
れ
を
描
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
複

雑
な
社
会
機
構
の
中
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分

品
が
、
部
分
品
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
機
能
の
総
和
に
お
い
て
は
全
体
と
し

て
存
在
す
る
あ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
を
も
語
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
文
学
に
、
全
き
人
間
性
の
再
建
と
し
て
、
模
索
さ

れ
て
い
る
社
会
性
の
課
題
は
、
近
代
の
社
会
生
活
の
中
に
あ
る
人
間
を
、
北

欧
の
伝
説
に
あ
る
よ
う
な
単
純
な
原
人
に
還
ら
す
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
現
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代
史
の
中
の
理
性
の
確
執
を
、
日
本
の
馬
鹿
囃
の
太
鼓
の
音
に
ま
ぎ
ら
す
こ

と
で
も
な
い
。
社
会
と
個
人
の
対
決
と
い
う
、
流
行
の
窒
息
的
な
固
定
観
念

に
つ
い
て
多
弁
で
あ
る
こ
と
で
も
な
く
て
、
さ
な
が
ら
一
個
の
部
分
品
で
あ

る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
人
間
的
存
在
に
関
す
る
、
社
会

の
前
後
左
右
の
繋
つ
な
がり
、
上
下
の
繋
り
を
、
歴
史
の
流
れ
に
お
い
て
把
握
し
、

描
き
出
し
て
ゆ
く
能
力
の
発
見
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

　
世
界
文
学
は
、
総
体
と
し
て
、
こ
の
方
向
に
う
つ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
過

渡
期
で
あ
る
こ
ん
に
ち
、
第
二
次
大
戦
後
の
新
し
い
不
安
と
苦
悩
、
勇
気
と

怯
懦
と
が
、
混
合
し
て
噴
出
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
「
二
十
五
時
」
な

ど
の
中
に
も
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
読
者
の
悲
劇
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

現
代
文
学
の
中
で
も
、
歴
史
様
相
に
対
し
て
最
も
猜
疑
心
の
深
い
動
機
に
た
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つ
作
品
が
、
こ
の
ん
で
紹
介
さ
れ
、
高
い
翻
訳
料
を
支
払
う
た
め
に
熱
心
に

広
告
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
文
学
の
中
に
は
、
ま
と
も
に
、
野
暮
に
く
い
下
っ
て
、
舶
来
博
学
の

鬼
面
に
脅
か
さ
れ
な
い
日
本
の
批
評
の
精
神
が
立
ち
上
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
だ
と
思
う
。

　
日
本
の
社
会
生
活
と
思
想
の
伝
統
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
市
民
の
性
格

が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
従
っ
て
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
を
う

け
い
れ
て
い
る
文
学
精
神
は
、
日
本
の
社
会
感
覚
、
文
学
感
覚
と
の
間
に
、

忍
耐
を
も
っ
て
埋
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
く
い
ち
が
い
を
生
じ
て
い

る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
ん
に
ち
で
は
知
っ
て
い
な
い
も
の

も
な
い
し
、
自
覚
し
て
い
な
い
も
の
も
な
い
。
そ
れ
を
、
日
本
の
知
識
人
の

32「下じき」の問題



悲
運
と
い
う
風
に
主
情
的
に
語
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
自
体
、
そ
の
人
た
ち
も

排
撃
し
て
い
る
日
本
の
文
学
精
神
の
主
情
性
で
あ
り
、
理
性
の
譲
歩
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
よ
く
よ
く
思
い
お
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て

日
本
人
民
の
運
命
が
東
條
政
府
に
よ
っ
て
破
滅
に
向
っ
て
狩
り
立
て
ら
れ
は

じ
め
た
と
き
、
文
学
が
文
学
で
な
く
な
っ
て
ゆ
く
と
き
、
そ
の
第
一
の
シ
グ

ナ
ル
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
を
。
そ
れ
は
批
評
の
精

神
の
抹
殺
で
あ
っ
た
。
十
五
年
の
昔
、
素
朴
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
観
念

的
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
健
在
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
文
学
の
客
観
的
批
評
の

精
神
を
襲
撃
し
て
、
当
時
の
軍
人
、
役
人
、
実
業
家
が
よ
ろ
こ
ん
で
よ
む

「
大
人
の
小
説
」
、
軍
協
力
文
学
を
主
唱
し
た
の
は
林
房
雄
で
あ
っ
た
。
こ
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ん
に
ち
、
彼
の
「
大
人
の
文
学
」
の
内
容
は
占
領
下
日
本
に
時
め
く
四
十
代

の
「
大
人
」
を
も
て
な
し
、
た
の
し
ま
せ
る
好
色
も
の
や
息
子
も
の
と
な
っ

た
。
あ
の
こ
ろ
も
今
も
、
「
大
人
の
文
学
」
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
勢
に
属

し
て
戯
作
す
る
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
は
理
性
あ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
あ
る
状
況
の
も
と
で
は
清
潔
な
怒
り
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
見
な
い
ふ
り
し
て
益
々
高
声
に
放
談
す
る
文
学
で
あ
っ
た
。

　
読
者
は
、
黙
っ
て
は
い
て
も
、
判
断
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
お
そ
ろ
し
さ

が
、
批
評
の
精
神
に
閃
い
て
い
い
。
わ
た
し
た
ち
の
き
ょ
う
の
生
活
で
、
文

学
に
批
評
の
精
神
が
活
溌
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
重
大
で
あ
り
、
警
戒
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
日
本
の
人
々
が
現
実
に

お
か
れ
て
い
る
社
会
生
活
へ
の
批
判
が
薄
弱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
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ら
。
現
代
文
学
が
、
と
ん
で
も
・
ハ
プ
ン
と
い
う
言
葉
を
つ
か
う
よ
う
な
人

種
の
登
場
に
よ
っ
て
、
真
の
発
展
も
探
求
も
な
い
テ
ー
マ
を
粉
飾
し
、
読
者

を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
が
日
本

の
言
葉
　
　
生
活
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

　
専
制
と
恐
怖
の
政
治
を
す
す
め
る
温
和
な
手
段
の
一
つ
は
、
人
民
の
精
神

か
ら
批
判
力
を
ぬ
き
去
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
笑
い
や
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に

よ
っ
て
精
神
の
集
中
を
溶
け
去
ら
せ
る
愚
民
化
の
方
法
で
あ
る
。
ワ
グ
ナ
ー

が
オ
ペ
ラ
を
プ
ロ
シ
ア
皇
帝
の
治
世
の
具
と
し
て
自
薦
し
た
と
き
、
は
っ
き

り
そ
の
こ
と
を
云
っ
た
。
そ
れ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ワ
グ
ナ
ー
と
絶
交
し
た
の

だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
一
年
一
月
〕
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