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文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
問
い
は
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
裡
で
、
極
め
て
変
化
の
多
い
形

や
感
情
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
と
思
う
。
問
い
が
原
形
の
ま
ま
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

現
在
あ
る
文
学
作
品
に
対
す
る
肯
定
、
否
定
の
態
度
で
そ
れ
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
作
家
と

読
者
と
の
微
妙
な
組
み
合
わ
せ
の
姿
で
、
一
般
が
或
る
作
品
か
ら
他
の
或
る
作
品
へ
と
何
か
満
た
さ
れ
ぬ

心
を
も
っ
て
さ
が
し
求
め
て
い
る
有
様
と
し
て
、
文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
が
現
出
し
て
い
る

場
合
も
あ
る
。

　
最
近
の
三
四
年
の
生
活
を
顧
る
と
様
々
の
転
形
に
於
て
そ
の
問
い
は
激
し
く
人
々
の
心
に
在
っ
て
、
而

も
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
形
の
上
で
矢
つ
ぎ
早
に
提
示
さ
れ
つ
つ
、
し
ん
の
と
こ
ろ
で
は
い
か
に
も
尻

切
と
ん
ぼ
に
終
っ
て
来
て
い
る
気
が
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
近
頃
で
は
益
々
、
文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
心
持
が
目
醒
ま
さ
れ
、
文
学
ら
し
い
文
学
に
対
す
る
飢
渇
の
感
覚
が
一
般
に
ひ
ろ
ま
っ
て
来
た
。

と
こ
ろ
で
、
昨
今
感
じ
ら
れ
て
い
る
そ
の
飢
渇
感
に
は
、
僅
か
二
、
三
年
前
に
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
生
活

的
な
諸
経
験
が
た
た
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
も
、
一
層
沈
潜
し

て
強
く
流
れ
か
か
っ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
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こ
の
一
年
二
年
は
、
時
間
だ
け
で
計
ら
れ
な
い
内
容
を
も
っ
て
社
会
生
活
が
変
転
し
た
。
変
転
す
る
社

会
の
相
貌
に
応
じ
て
、
文
学
の
分
野
の
謂
わ
ば
モ
ー
ド
も
転
々
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
の
よ
う

な
文
学
の
形
を
と
っ
た
上
波
が
、
つ
ま
り
は
文
学
と
い
う
よ
り
寧
ろ
文
学
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
べ
き
世
相

の
一
つ
の
姿
で
あ
っ
て
、
文
学
と
は
そ
の
様
な
人
間
関
係
の
、
心
理
の
、
何
か
一
皮
む
い
た
も
の
、
何
か

見
抜
い
た
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
、
人
間
と
し
て
我
々
の
生
き
つ
つ
あ
る
真
実
の
う
ち
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
い

る
感
動
に
ふ
れ
て
来
る
も
の
と
し
て
、
求
め
ら
れ
始
め
て
い
る
。
人
生
を
語
る
も
の
、
知
ら
し
め
る
も
の

と
し
て
文
学
が
求
め
ら
れ
て
来
て
い
る
日
々
が
こ
の
よ
う
に
し
て
迎
え
ら
れ
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
真
の

姿
を
確
り
と
見
直
し
た
い
心
が
文
学
へ
真
面
目
な
眼
差
し
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
矛
盾

の
諸
相
も
現
実
の
も
の
と
し
て
お
そ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
島
木
健
作
氏
の
「
生
活
の
探
求
」
に
向
け
ら
れ

て
行
っ
た
時
代
の
や
や
素
朴
で
あ
っ
た
一
般
の
人
生
的
な
良
心
も
、
そ
の
点
で
は
今
日
の
現
実
に
よ
っ
て

成
長
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
あ
の
作
品
は
、
今
日
に
到
る
日
常
生
活
の
雰
囲
気
の
急
転
の
初
め
の
時
期
、
客
観
的
に
も
正
し
い
と
納

得
す
る
こ
と
の
出
来
る
生
活
の
基
準
を
模
索
し
て
い
た
一
般
の
心
理
が
、
作
者
の
或
る
意
味
で
の
敏
感
な

社
会
性
に
反
映
し
て
生
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
作
品
の
題
名
に
も
現
れ
て
い
る
作
者
の
体
勢
が
、
人
々
を

そ
の
内
容
に
向
っ
て
の
興
味
、
期
待
に
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
生
活
の
在
り
よ
う
に
対
す
る
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関
心
で
は
、
こ
の
作
品
と
読
者
の
良
心
と
が
同
一
面
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
実
は
決

し
て
そ
う
で
な
い
も
の
が
、
「
生
活
の
探
求
」
の
底
に
埋
め
ら
れ
て
あ
っ
た
。

　
あ
の
作
品
の
主
題
は
主
人
公
駿
介
に
と
っ
て
最
も
必
然
的
で
あ
る
べ
き
事
物
の
あ
り
よ
う
、
そ
の
事
情

に
従
っ
て
の
現
実
的
な
心
持
の
動
き
か
た
と
い
う
発
端
が
、
先
ず
一
ね
じ
り
さ
れ
た
も
の
の
上
に
展
開
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
一
ね
じ
り
は
作
者
に
と
っ
て
そ
れ
か
ら
後
を
プ
ラ
ン
通
り
に
運
ぶ
便
宜
上
役
立
っ
て
は

い
た
が
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
に
面
し
て
そ
れ
を
掘
り
下
げ
て
行
こ
う
と
い
う
に
は
、
主
題
が
現
実
の
多

難
性
の
前
で
捩
れ
て
、
裏
が
え
し
と
な
っ
て
、
読
者
の
心
が
求
め
て
い
る
も
の
と
は
背
中
合
わ
せ
な
本
質

と
な
っ
て
い
た
。
全
篇
の
組
立
て
が
、
作
品
の
主
題
に
於
る
微
妙
な
一
点
で
の
一
ね
じ
り
あ
っ
て
初
め
て

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
の
作
者
の
方
法
は
他
の
作
品
に
も
見
出
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実

に
対
す
る
作
品
の
本
来
は
負
の
骨
組
み
を
覆
う
て
、
作
品
の
現
実
性
を
信
じ
さ
せ
る
条
件
と
し
て
こ
の
作

者
は
一
方
で
小
説
の
細
部
の
具
体
性
は
実
に
洩
れ
な
く
書
き
堅
め
る
用
意
を
忘
れ
な
い
た
め
、
一
層
そ
の

主
題
の
一
ね
じ
り
に
於
て
加
え
ら
れ
て
い
る
作
者
の
意
識
し
て
の
手
の
力
は
、
人
生
へ
の
強
引
、
文
学
へ

の
強
引
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
ヵ
月
ば
か
り
前
の
『
新
潮
』
に
同
じ
作
者
の
「
伊
豆
日
記
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
伊
豆
の
温
泉
で
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の
文
壇
交
友
日
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
「
プ
チ
ッ
ト
・
フ
ァ
ア
デ
ッ
ト
を
読
む
。
こ

の
小
説
は
自
分
に
は
不
満
だ
」
と
あ
り
、
そ
の
不
満
の
理
由
と
し
て
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
が
、
こ
の

作
中
で
カ
イ
ヨ
ウ
と
い
う
農
夫
が
若
者
ラ
ン
ド
リ
イ
に
牛
の
扱
い
方
を
ど
う
い
う
風
に
す
る
か
自
分
で
や

っ
て
見
せ
た
と
だ
け
し
か
書
い
て
い
ず
、
そ
の
ど
う
い
う
風
に
す
る
か
を
実
際
に
描
き
出
し
て
い
な
い
点

を
あ
げ
て
い
る
。
岩
波
文
庫
で
は
「
愛
の
妖
精
」
と
い
う
題
で
訳
さ
れ
て
い
る
こ
の
物
語
の
、
条
件
的
で

は
あ
る
が
否
め
な
い
全
体
の
美
し
さ
、
不
仕
合
わ
せ
を
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
か
え
て
ゆ
く
フ
ァ
ア
デ
ッ

ト
の
女
ら
し
く
而
も
健
気
け
な
げ
で
人
生
的
な
気
力
と
そ
れ
を
語
る
作
者
の
情
熱
の
味
い
を
知
っ
て
い
る
人
々
に

と
っ
て
、
正
直
な
と
こ
ろ
島
木
氏
の
不
満
と
そ
の
不
満
に
お
け
る
自
信
は
、
一
つ
の
唐
突
さ
と
滑
稽
と
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
つ
の
例
に
す
ぎ
な
い
が
一
作
家
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
、
現
実
か
ら
の
作
品
の
創
り
出
し
か
た
及

び
、
文
学
作
品
の
世
界
と
し
て
の
現
実
の
受
け
入
れ
か
た
を
見
較
べ
る
と
、
お
の
ず
か
ら
再
び
文
学
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
迄
立
ち
か
え
っ
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
ど
う
い
う
風
に

す
る
か
の
実
際
」
だ
け
を
抽
出
し
て
描
写
す
る
こ
と
で
文
学
と
し
て
の
生
命
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
題
材
は
豊
富
で
あ
ろ
う
し
、
技
術
的
な
実
際
に
即
し
て
「
ど
う
い
う
風
に
す
る
か
」
の
説
明
に
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も
窮
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
産
文
学
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
、
何
故
今
日
、
そ
の
隆
盛
の
た
め
に

却
っ
て
一
般
の
心
に
、
文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
本
質
的
な
反
問
を
呼
び
醒
ま
し
つ
つ
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

「
麦
と
兵
隊
」
に
、
死
ん
だ
支
那
兵
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
ま
だ
動
い
て
い
る
時
計
を
見
つ
け
た
主
人
公
が
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
元
へ
戻
し
て
や
る
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
読
者
の
記
憶
に
の
こ
る
効
果
で
描
か
れ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
効
果
的
に
描
き
出
さ
れ
た
成
功
よ
り
も
更
に
深
く
横
わ
る
文
学
の
問
題
、
一
箇

の
芸
術
家
が
こ
の
人
生
に
い
か
に
面
す
る
か
の
問
題
は
作
者
火
野
葦
平
氏
が
そ
の
効
果
と
、
優
者
の
襟
度

と
し
て
の
そ
の
あ
た
た
か
さ
を
、
自
身
に
向
っ
て
ど
う
見
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
か
か
っ
て
い

る
。
生
活
の
現
実
は
人
の
心
を
ひ
き
緊
め
て
い
る
か
ら
、
文
学
に
向
う
目
も
そ
こ
ま
で
は
及
ん
で
来
て
い

る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
九
年
四
月
〕
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