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今
日
、
文
学
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
云
わ
れ
て
来
て
い
る
。
か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
、

芸
術
の
内
容
と
表
現
に
お
け
る
社
会
性
と
の
問
題
に
ふ
れ
て
、
従
来
の
純
文
学
と
通
俗
文
学
と
は
質
に
お

い
て
異
っ
た
階
級
の
社
会
性
に
立
つ
文
学
と
し
て
、
文
学
の
大
衆
性
を
と
り
あ
げ
た
。
当
時
の
大
衆
と
い

う
認
識
の
内
容
の
中
心
は
労
働
者
・
農
民
に
お
か
れ
て
あ
っ
た
。
通
俗
文
学
は
な
る
ほ
ど
数
の
上
で
は
多

勢
に
よ
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
描
か
れ
て
い
る
生
活
の
現
実
は
勤
労
生
活
を
し
て
い
る
者
の
日
常
の

悲
喜
を
活
々
と
う
つ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
都
会
の
安
逸
な
有
閑
者
の
生
活
に
生
じ
て
く
る
恋
愛
中
心

の
波
瀾
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
有
閑
者
流
な
人
情
の
葛
藤
の
面
白
さ
に
す
ぎ
な
い
。
勤
労
大
衆
の
文
学
は
、

そ
の
内
容
も
表
現
も
勤
労
者
の
生
活
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

　
純
文
学
は
こ
の
時
代
、
は
っ
き
り
と
し
た
対
立
を
も
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
運
動
が
当
時
の
発

展
の
段
階
で
努
力
の
目
標
と
し
て
い
る
大
衆
化
の
観
念
と
対
峙
し
て
い
た
。
通
俗
文
学
の
作
者
も
自
信
を

も
っ
て
、
通
俗
小
説
の
彼
ら
の 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

大
衆
的
本
質
を
固
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
今
日
、
再
び
文
学
の
大
衆
化
が
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

が
独
自
の
立
場
か
ら
、
大
衆
性
を
と
り
あ
げ
た
時
代
と
は
大
い
に
趣
を
異
に
し
て
来
て
い
る
。
あ
ち
こ
ち
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で
現
在
聞
え
る
大
衆
化
の
声
は
、
主
と
し
て
従
来
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
し
て
純
文
学
を
守
っ
て
来
て

い
た
文
学
者
の
領
域
か
ら
響
き
出
し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
純
文
学
の
作
家
の
日
常
生
活
が
余
り
特

殊
な
文
壇
的
或
は
技
術
的
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
結
果
、
そ
う
い
う
作
家
の
社
会
的
生
活
の
経
験
の
貧
困

は
作
品
の
質
の
著
し
い
低
下
、
瑣
末
主
義
を
惹
起
し
た
。
一
方
、
こ
の
四
五
年
間
に
お
け
る
社
会
情
勢
の

激
動
は
こ
れ
ま
で
純
文
学
の
読
者
で
あ
っ
た
中
間
層
の
急
劇
な
経
済
事
情
の
悪
化
を
も
た
ら
し
た
。
経
済

事
情
の
悪
化
は
、
原
因
と
し
て
日
常
の
こ
ま
か
い
も
の
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
る
増
税
、
そ
れ
に
伴
う
物
価

の
騰
貴
が
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
お
り
、
増
税
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
同
じ
源
か
ら
、
誰
の
胸
に

問
う
て
も
明
ら
か
な
思
想
的
な
一
方
的
傾
向
の
重
圧
が
あ
る
。
社
会
の
事
情
は
昨
今
ま
こ
と
に
複
雑
で
あ

る
。
民
衆
一
般
が
手
近
に
分
り
や
す
く
知
り
得
な
い
諸
事
情
の
錯
綜
の
結
果
、
或
は
率
直
に
闡
明
さ
れ
得

る
な
ら
分
明
と
な
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
そ
れ
が
出
来
な
い
事
情
が
あ
る
た
め
、
一
層
も
の
ご
と
が
複
雑
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
二
重
の
複
雑
が
平
凡
な
民
衆
の
生
活
の
思
い
よ
ら
ぬ
心
持
の
隅
に
ま
で
影

響
し
て
い
る
。

　
従
来
の
純
文
学
の
題
材
、
手
法
は
、
こ
う
い
う
困
難
な
日
常
に
お
か
れ
て
い
る
人
々
の
感
情
に
ぴ
っ
た

り
し
な
く
な
っ
た
。
作
家
の
社
会
的
孤
立
化
に
対
す
る
自
覚
と
警
戒
、
そ
の
対
策
が
、
文
学
の
大
衆
化
の

呼
声
と
な
っ
て
現
れ
て
来
た
の
は
、
本
年
初
頭
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
事
情
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
き
ょ
う
の
文
学
の
大
衆
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
つ
の
問
題

が
常
に
こ
ん
ぐ
ら
が
っ
て
も
ち
出
さ
れ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
学
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
の
本
来
の

実
体
に
つ
い
て
の
第
一
に
行
わ
れ
る
べ
き
研
究
と
、
一
人
一
人
の
作
家
が
自
分
の
芸
術
を
大
衆
化
し
て
ゆ

く
に
は
ど
う
い
う
実
際
上
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
第
二
の
研
究
と
が
、
と
か
く
い
ち
ど
き

に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
先
ず
は
っ
き
り
と
知
り
た
い
「
大
衆
」
と
い
う
言
葉
の
本
体
さ
え
見

き
わ
め
ら
れ
ず
、
漠
然
、
作
家
も
大
衆
の
感
情
を
感
情
せ
よ
と
い
う
風
な
流
行
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
は
結

果
と
し
て
、
あ
り
来
っ
た
純
文
学
の
単
純
な
在
来
の
通
俗
化
を
ひ
き
起
し
た
り
し
て
い
る
。
『
文
学
界
』

六
月
号
所
載
川
上
喜
久
子
氏
の
「
郷
愁
」
と
い
う
作
品
な
ど
は
、
文
学
の
大
衆
化
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
た

芸
術
的
実
践
の
一
つ
の
不
幸
な
標
本
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ひ
と
く
ち
に
、
大
衆
と
云
っ
て
も
、
そ
の
規
定
の
し
か
た
は
い
く
つ
か
あ
る
と
思
う
。
少
く
と
も
、
大

衆
が
低
い
文
化
を
も
っ
て
い
る
方
が
御
し
易
い
と
い
う
視
点
に
た
っ
て
大
衆
の
文
化
を
導
い
て
ゆ
く
大
衆

に
対
す
る
理
解
と
、
そ
の
社
会
を
構
成
し
て
い
る
多
数
の
人
々
が
だ
ん
だ
ん
ま
し
な
生
活
を
や
っ
て
ゆ
け

る
方
向
に
導
か
れ
な
け
れ
ば
全
体
と
し
て
社
会
の
発
展
や
幸
福
は
の
ぞ
み
難
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
大
衆

を
見
る
観
か
た
と
で
は
、
全
く
対
蹠
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
漫
然
と
、
政
府
に
支
配
さ
れ
て
い
る
者

一
般
と
し
て
大
臣
や
何
か
で
な
い
も
の
全
体
と
し
て
大
衆
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
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う
。

　
大
衆
と
い
う
も
の
を
、
文
化
に
お
い
て
も
創
造
的
能
力
よ
り
消
費
的
面
に
お
い
て
見
る
、
つ
ま
り
『
キ

ン
グ
』
と
浪
花
節
と
講
談
、
猥
談
を
こ
の
む
も
の
と
し
て
だ
け
見
て
、
し
か
も
そ
う
い
う
大
衆
の
中
に
は

種
々
な
社
会
層
の
相
異
が
あ
り
、
そ
の
相
異
か
ら
生
じ
る
利
害
の
相
異
も
ま
た
あ
る
と
い
う
現
実
を
見
な

い
一
部
の
人
々
は
、
文
学
の
大
衆
化
は
大
衆
の
文
化
水
準
の
最
低
の
と
こ
ろ
ま
で
作
家
が
さ
が
っ
て
ゆ
く

こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
文
学
そ
の
も
の
が
本
来
の
性
質
と
し
て
も
っ
て
い
る
芸
術
の
力
に
よ
っ
て
読
者
の

生
活
の
感
情
を
高
め
る
役
割
さ
え
、
こ
こ
で
は
抹
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
、
運
動
と
し
て
の
形
を
も
っ
て
い
た
時
分
は
、
当
時
の
一
般
的
な
事
情
か
ら
の

関
係
も
あ
っ
て
大
衆
と
い
う
も
の
の
内
容
を
労
働
者
農
民
中
心
に
規
定
し
て
い
た
。
後
、
社
会
の
事
情
の

変
遷
に
つ
れ
、
中
間
層
、
下
級
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
生
活
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て

大
衆
と
い
う
内
容
は
ひ
ろ
く
な
っ
た
。
自
身
の
日
常
の
生
活
を
自
身
の
働
き
で
支
え
て
い
る
一
般
の
勤
労

生
活
者
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
来
て
い
る
。

　
今
日
、
こ
う
い
う
意
味
で
の
大
衆
の
内
容
は
益
々
広
汎
、
複
雑
に
な
っ
て
来
た
。
何
故
な
ら
、
こ
の
四

五
年
の
う
ち
に
、
か
つ
て
は
利
潤
生
活
者
で
あ
っ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
或
る
も
の
が
今
は
三
四
十

円
の
下
級
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
生
活
と
闘
っ
て
い
る
事
実
は
ざ
ら
で
あ
る
し
、
中
学
を
出
て
後
、
も
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と
な
ら
苦
学
し
て
高
等
学
校
へ
で
も
入
っ
た
よ
う
な
も
の
が
、
今
日
は
経
済
事
情
の
変
動
か
ら
養
成
所
へ

行
っ
て
大
工
場
の
労
働
者
と
な
っ
て
い
る
例
も
少
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
の
勤
労
者
化
の
み
な
ら
ず
労
働
者
の
質
を
よ
り
近
代
的
に
変
化
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
経
済
上

に
あ
ら
わ
れ
た
こ
う
い
う
事
情
は
、
文
化
の
方
面
に
も
深
い
影
響
を
あ
ら
わ
し
、
今
日
の
真
面
目
な
勤
労

生
活
者
は
ひ
と
こ
ろ
の
よ
う
に
左
翼
的
な
専
門
の
教
養
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
現
実
の
生
活
教
育
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
生
活
か
ら
の
欲
求
と
し
て
、
日
常
生
活
の
上
の
よ
り
明
る
い
合
理
的
な
も
の
、
そ
し
て

文
学
と
し
て
は
自
分
た
ち
の
生
活
の
心
持
を
語
っ
て
い
る
文
学
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
の
健
全
な
大
衆
化
は
、
こ
の
方
向
に
志
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
の
発
展

と
い
う
こ
と
を
私
心
な
し
に
考
え
る
者
な
ら
判
断
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。

　
人
間
ら
し
い
生
活
に
対
す
る
翹
望
と
い
う
も
の
は
職
場
、
職
分
の
相
違
、
し
た
が
っ
て
細
か
い
気
持
の

部
分
部
分
で
は
全
く
同
一
で
な
い
に
し
ろ
、
働
い
て
、
税
を
出
し
て
、
あ
て
が
い
ぶ
ち
の
賃
銀
を
払
わ
れ

て
暮
し
て
い
る
者
す
べ
て
の
人
々
を
貫
い
て
流
れ
る
一
線
で
あ
る
。
こ
の
共
感
は
、
社
会
事
情
の
一
方
か

ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
益
々
高
め
ら
れ
て
来
つ
つ
あ
る
。
謂
わ
ば
人
生
の
歴
史
の
或
る
四
辻
の
よ
う
に
さ
え

見
え
る
。
こ
っ
ち
か
ら
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
真
面
目
に
こ
の
毎
日
の
生
活
、
人
間
と
し
て
の
生

活
の
問
題
と
一
歩
一
歩
闘
っ
て
行
っ
て
出
た
広
場
に
は
、
あ
ち
ら
の
小
路
か
ら
工
場
の
方
か
ら
次
第
次
第
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に
欲
求
を
追
っ
て
進
ん
で
来
た
人
々
、
更
に
そ
っ
ち
の
耕
地
か
ら
農
民
と
し
て
の
生
き
る
道
を
押
し
て
来

た
人
々
が
お
の
ず
か
ら
落
合
う
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
い
う
目
に
見
え
る
形
で
は
な
い
が
、

或
る
心
持
で
そ
う
い
う
接
近
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
、
文
学
の
上
で
大
衆
性
を
語
る
場
合
の
特
徴
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
歴
史
は
さ
ま
ざ
ま
の
曲
折
の
道
を
辿
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
一
曲
の
一

折
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
歴
史
の
客
観
的
な
事
情
と
結
び
つ
い
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
歴
史
的
諸
相
の
一
つ
と
し
て
文
学
の
大
衆
化
を
考
え
た
場
合
、
ど
う
し
て
も
数
年
前
と
は

ち
が
う
大
衆
そ
の
も
の
の
広
汎
複
雑
な
構
成
、
そ
の
勤
労
的
性
質
に
即
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
は
左
翼

的
な
意
識
の
有
無
が
第
一
の
問
題
と
は
な
ら
ず
、
或
る
勤
労
条
件
、
生
活
環
境
に
お
か
れ
た
一
人
の
人
間

が
、
自
分
の
人
間
ら
し
い
心
持
か
ら
周
囲
と
摩
擦
し
、
自
分
自
身
の
内
に
あ
る
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の

と
の
間
の
矛
盾
を
感
じ
、
使
う
も
の
と
使
わ
れ
る
者
と
の
必
然
的
な
利
害
の
対
立
を
感
じ
、
そ
こ
に
人
間

ら
し
い
解
決
を
求
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
努
力
の
姿
と
し
て
の
人
間
性
が
芸
術
化
さ
れ
る

の
を
待
っ
て
い
る
と
思
う
。
文
学
の
本
質
は
、
く
り
か
え
し
て
云
う
が
、
そ
の
芸
術
の
魅
力
に
よ
っ
て
、

人
間
の
心
持
を
高
め
る
一
つ
の
確
固
不
抜
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
文
学
と
し
て

或
る
作
品
を
手
に
と
り
あ
げ
た
時
、
大
衆
は
、
自
分
の
心
持
が
人
間
と
し
て
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
自
然
に
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求
め
て
い
る
。
勿
論
、
直
接
の
感
覚
と
し
て
は
面
白
さ
を
求
め
る
と
も
見
え
る
が
、
面
白
さ
の
要
素
は
心

理
的
に
綜
合
的
な
も
の
で
あ
り
、
探
偵
小
説
、
怪
奇
小
説
の
類
で
さ
え
書
か
れ
て
い
る
世
界
の
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
は
、
面
白
く
な
い
面
白
い
を
決
定
す
る
重
大
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

　
面
白
さ
が
読
者
大
衆
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
す
ぐ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
だ
の
チ
ャ

ン
バ
ラ
だ
の
、
く
す
ぐ
り
と
見
な
す
の
は
大
衆
の
感
情
そ
の
も
の
を
実
際
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
作

家
ら
し
か
ら
ぬ
粗
笨
そ
ほ
ん
さ
で
あ
る
。
大
衆
の
生
活
の
現
実
に
ふ
れ
て
ゆ
く
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
作
品
と

い
う
も
の
の
窮
極
の
面
白
さ
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
。
大
衆
の
人
間
的
苦
悩
、
時
代
の
重
し
を
感
じ
、

そ
れ
ら
の
重
み
を
欲
し
て
い
な
い
心
持
の
身
じ
ろ
ぎ
を
捕
え
る
芸
術
の
社
会
性
、
そ
の
よ
う
な
今
日
の
顕

著
な
人
間
性
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
ち
得
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
の
一
部
の
作
家
が
文
学
の
大
衆

化
を
叫
び
出
し
、
し
か
も
大
衆
と
い
う
も
の
の
誤
っ
た
理
解
か
ら
誤
っ
た
通
俗
化
、
低
俗
化
へ
の
道
を
辿

り
は
じ
め
、
文
学
そ
の
も
の
を
腐
敗
さ
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ

る
。

　
個
々
の
作
家
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
今
日
の
人
間
性
、
大
衆
の
生
活
感
情
を
作
品
に
反

映
し
て
ゆ
き
得
る
か
と
云
う
点
に
な
る
と
、
答
は
ま
こ
と
に
平
凡
な
、
耳
馴
れ
た
、
既
に
十
分
知
ら
れ
て

い
る
数
語
で
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
作
家
自
身
の
生
活
の
大
衆
化
で
あ
り
、
作
家
自
身
の
大
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衆
の
一
員
と
し
て
の
生
活
感
情
の
現
実
的
な
体
得
で
あ
る
。
思
う
に
、
今
日
の
現
実
生
活
の
う
ち
で
、
真

に
人
間
と
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
自
分
の
生
き
方
を
考
え
、
求
め
て
い
る
作
家
た
ち
な
ら
ば
、
自
分
た
ち

の
境
遇
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
も
ど
ん
な
に
大
衆
の
一
員
と
し
て
の
共
同
条
件
に
圧
さ
れ
、
支

配
さ
れ
て
い
る
か
、
は
っ
き
り
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
は
ず
だ
と
思
う
。
一
時
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
作
家
の

労
働
者
化
が
外
部
的
に
云
わ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
今
日
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
の
日
常

か
ら
も
真
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
た
ら
ん
と
す
れ
ば
当
面
す
る
疑
問
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
は
労
働
者

の
持
つ
疑
問
と
一
致
し
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
深
刻
な
推
移
が
反
映
し
、
文
学
に
新
た
な
内
容

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
求
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
生
活
地
力
の
方
か
ら
の
大
衆
的
感
情
、
感
覚
な
し
に
、
作
家
や
評
論
家
が
従
前
の
と
お
り
大

衆
対
作
家
・
評
論
家
と
い
う
よ
う
な
位
置
を
仮
想
し
つ
づ
け
て
、
ど
う
い
う
作
品
を
大
衆
に
与
え
る
か
、

と
い
う
風
に
問
題
を
出
し
た
の
で
は
真
の
大
衆
化
は
な
い
し
、
文
学
に
お
け
る
人
間
性
の
再
表
現
も
行
わ

れ
難
い
の
で
あ
る
。

　
人
間
ら
し
い
真
面
目
な
、
情
の
深
い
、
慮
の
あ
る
、
平
和
を
こ
の
む
人
間
が
、
自
身
の
人
間
性
を
守
ろ

う
と
す
る
必
要
を 

犇  

々 

ひ
し
ひ
し

と
感
じ
、
そ
の
情
熱
で
動
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ま

で
云
わ
れ
て
来
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
も
の
が
、
更
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
拡
大
さ
れ
た
要
求

10今日の文学に求められているヒューマニズム



を
示
し
て
い
る
必
然
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
七
月
〕
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