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文
学
批
評
の
貧
困
と
い
う
こ
と
が
こ
の
頃
又
人
々
の
注
意
を
よ
び
さ
ま
し
て
い
る
。
貧
困
な
今
日
の
文

学
に
お
い
て
、
批
評
と
い
う
一
つ
の
分
野
に
つ
い
て
だ
け
云
わ
れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
批
評
精
神
と

い
う
も
の
は
た
だ
或
る
対
象
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
分
析
し
た
り
解
剖
し
た
り
、
つ
ま
り
ふ﹅
わ﹅
け﹅
の
仕
事

を
し
て
、
こ
れ
の
か
ら
く
り
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
す
る
範
囲
が
そ
の
本
質

で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
批
評
精
神
の
根
本
に
は
、
創
造
的
な
面
が
あ
る
。
そ
の
創
造
的
な
思
意
に
或

る
対
象
が
ふ
れ
て
来
る
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
一
つ
の
客
観
的
な
押
し
す
す
め
の
精
神
作
用
が
、
批
評
の
精

神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
説
と
批
評
的
な
評
論
と
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の

違
い
が
お
の
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
形
成
の
過
程
に
こ
そ
各
々
独
自
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底

と
な
る
感
動
、
或
は
感
受
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
人
生
と
文
芸
と
に
対
し
て
何
か
の
意
味
で
積
極
な

も
の
を
含
ん
だ
思
意
的
な
強
健
さ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
は
一
つ
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
従
っ

て
、
文
学
批
評
の
貧
困
が
云
わ
れ
る
時
代
に
、
文
芸
作
品
が
文
学
の
真
の
発
展
の
意
味
で
興
隆
し
て
い
る

と
い
う
現
象
は
、
社
会
的
に
あ
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
歴
史
の
上
に
顧
み
て
、
或

る
人
は
今
日
で
は
殆
ど
十
年
を
経
た
あ
の
時
代
に
は
、
作
品
そ
の
も
の
よ
り
批
評
、
評
論
の
活
躍
が
著
し

く
て
、
謂
わ
ば
文
化
の
分
野
に
溢
れ
て
い
る
そ
の
評
論
活
動
に
保
護
さ
れ
て
作
品
が
評
価
を
た
か
め
ら
れ
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て
い
る
よ
う
な
傾
き
が
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
評
の
当
否
は
簡
単
に
は
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、
も
し

そ
う
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
頃
の
一
般
の
生
活
意
欲
が
ど
ん
な
に
創
造
的
な
も
の

を
求
め
、
そ
れ
を
う
ち
立
て
て
行
こ
う
と
す
る
熱
意
に
満
ち
て
い
た
か
と
い
う
事
実
を
如
実
に
語
っ
て
い

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
生
活
そ
の
も
の
に
生
新
溌
剌
な
意
欲
が
漲
っ
て
、
文
学
で
も
新
し
い
境
地
の
開
拓

が
自
然
に
人
々
を
誘
っ
て
い
る
よ
う
な
時
代
、
批
評
の
精
神
も
沈
滞
し
て
い
よ
う
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
時
代
に
よ
っ
て
、
人
間
の
善
意
の
表
現
も
極
々
の
転
形
を
示
す
の
だ
が
、
今
日
私
た
ち
日
本
の
文
学
の

成
長
の
可
能
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
か
く
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
誰
に
で
も
目
に
つ
く
一
人
の
作
家
の
例
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
例
え
ば
火
野
葦
平
と
い
う
作
家
が
「
糞

尿
譚
」
か
ら
「
麦
と
兵
隊
」
そ
の
他
の
筆
者
と
し
て
働
い
て
来
て
、
さ
て
こ
れ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
方
向

に
そ
の
成
長
の
実
質
を
高
め
て
行
く
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
日
本
の
文
学
の
一
方
に
注
目
を

ひ
く
こ
と
で
あ
る
。
火
野
葦
平
の
そ
う
い
う
働
き
か
た
、
動
か
さ
れ
か
た
は
、
こ
の
二
三
年
来
の
大
局
か

ら
見
て
彼
一
人
に
止
ら
な
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
の
形
で
彼
を
動
か
し
又
彼
が
動
い
た
よ
う
な
動
き
の
本
質

が
、
日
本
文
学
に
入
っ
て
来
て
い
て
、
そ
れ
は
や
は
り
現
代
文
学
の
流
れ
に
或
る
色
調
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
将
来
の
文
学
の
流
れ
に
流
れ
入
る
一
つ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
火
野
葦
平
は
、
帰
っ
て
来
た
と
き
す
ぐ
朝
日
新
聞
に
「
帰
還
兵
の
言
葉
」
と
い
う
も
の
を
発
表
し
た
。
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そ
の
な
か
に
、
あ
ち
ら
に
い
た
と
き
は
物
資
が
欠
乏
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
頻
り
に
き
か
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
、
帰
っ
て
見
た
ら
物
資
は
店
頭
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
こ
れ
で
こ
そ
興
亜
の
大
業
に
進
む
国
の
姿
で

あ
る
と
愉
快
に
思
っ
た
と
い
う
意
味
が
語
ら
れ
て
い
た
。
私
た
ち
一
般
人
の
生
活
の
日
常
で
は
、
炭
や
米

の
問
題
が
旺
さ
か
んに
お
こ
っ
て
来
た
こ
の
二
ヵ
月
ば
か
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
火
野
葦

平
の
文
章
の
の
っ
て
い
る
朝
日
の
同
じ
紙
面
の
す
ぐ
側
に
、
米
の
配
給
に
関
す
る
困
難
打
開
会
議
の
記
事

も
出
て
い
た
。
「
帰
還
兵
の
言
葉
」
の
筆
者
は
、
一
つ
紙
面
に
そ
の
よ
う
に
並
び
あ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
、

自
分
の
言
葉
の
内
容
と
そ
の
隣
り
の
記
事
の
内
容
と
を
、
こ
の
現
実
の
な
か
で
の
こ
と
と
し
て
、
ど
ん
な

感
慨
を
も
っ
て
見
較
べ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
芸
の
成
長
の
真
の
モ
メ
ン
ト
は
、
案
外
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
の
自
分
の
姿
に
人
間
ら
し
く
吐
胸
を
つ

か
れ
る
敏
感
さ
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
あ
ち
ら
の
兵
士
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
日
記
を
つ
け
て
い
た
も
の
は
破
棄
す
る
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
と

い
う
事
を
き
い
た
。
そ
れ
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
必
要
が
あ
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
火
野
葦
平
と
し
て

自
分
の
書
け
た
こ
と
に
、
作
家
と
し
て
の
葦
平
は
又
感
慨
な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
感
慨
を
、
彼
は

ど
ん
な
に
身
に
ひ
き
添
え
て
か
み
し
め
て
い
る
か
。
作
家
と
し
て
の
自
分
が
従
来
の
作
品
の
文
学
性
の
砦

の
胸
壁
の
よ
う
に
そ
こ
へ
胸
を
も
た
せ
か
け
て
来
て
い
た
人
情
と
い
う
も
の
を
そ
の
現
実
の
あ
り
よ
う
の
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多
面
の
ま
ま
に
ど
こ
ま
で
さ﹅
わ﹅
り﹅
以
上
の
も
の
と
し
て
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
か
。
云
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
の
自
分
に
い
か
に
幻
滅
し
得
る
勇
気
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
文
学
の
徒
と
し
て
の
基
本
点

が
か
か
っ
て
い
る
。

　
何
か
の
婦
人
雑
誌
に
彼
が
最
近
か
い
た
も
の
の
中
で
、
文
学
を
日
夜
想
念
す
る
作
家
と
し
て
誰
彼
の
こ

と
を
云
っ
て
い
た
が
、
文
学
の
想
念
と
い
う
こ
と
は
、
窮
局
に
は
、
た
ゆ
ま
ず
自
分
を
破
い
て
行
こ
う
と

す
る
情
熱
、
そ
れ
を
表
現
し
文
学
化
し
て
ゆ
く
文
学
上
の
諸
要
件
で
の
一
致
点
の
発
見
の
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
何
の
力
に
す
が
っ
て
、
刻
々
の
自
分
の
殼
を
破
っ
て
ゆ
く
か
と
云
え
ば
、
人
生
的
文
学
的
な
自
己
省
察

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
き
び
し
い
た
ゆ
み
な
い
自
己
省
察
は
人
間
の
生
き
つ
づ
け
る
歴
史
の
継
続
と
し
て

の
こ
の
人
生
と
文
学
と
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
い
に
期
す

る
と
こ
ろ
は
、
人
類
と
文
学
と
の
継
続
の
鎖
に
更
に
輝
や
か
し
い
一
環
を
寄
与
し
た
い
心
で
あ
る
と
思
う
。

そ
の
心
の
動
因
は
、
人
間
精
神
の
成
長
と
そ
の
合
理
へ
の
方
向
へ
の
信
頼
で
あ
り
、
他
の
面
か
ら
そ
の
こ

と
を
云
え
ば
、
不
合
理
な
も
の
へ
の
承
服
し
が
た
さ
へ
の
確
信
と
、
そ
の
承
服
し
が
た
き
事
象
の
裡
か
ら
、

僅
か
な
り
と
も
よ
り
承
服
し
や
す
き
方
向
へ
の
推
進
の
力
づ
く
し
、
心
づ
く
し
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
私
た
ち
が
生
活
の
間
に
経
る
波
は
激
し
く
、
潮
は
ま
こ
と
に
急
速
で
、
昨
今
は
、
こ
の
一
ヵ
月
で
生
活

6地の塩文学の塩



感
情
も
随
分
変
化
し
て
来
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
そ
の
波
濤
を
、
あ
あ
し
こ
う
し
工
夫
し
て
凌
ぎ
ゆ
く
わ

け
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
活
し
て
行
く
と
い
う
だ
け
で
は
、
殆
ど
未
だ
人
間
経
験
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
も
収
穫
さ
れ
て
い
な
い
と
云
え
る
。
そ
の
よ
う
な
日
暮
し
か
ら
受
け
る
心
持
、
そ
の
よ
う
な
日
暮
し
に

向
っ
て
ゆ
く
自
分
の
心
の
動
き
よ
う
、
そ
う
い
う
生
活
万
端
の
在
り
よ
う
と
自
分
の
つ
く
る
文
学
の
あ
り

よ
う
、
そ
う
い
う
関
係
が
深
く
感
情
の
底
に
ま
で
ふ
れ
て
探
ら
れ
、
見
直
さ
れ
、
整
理
さ
れ
、
そ
こ
で
初

め
て
人
間
精
神
の
経
つ
つ
あ
る
歴
史
と
な
る
し
、
文
学
の
歴
史
と
も
な
り
得
る
。

　
昭
和
十
四
年
度
の
文
学
の
総
決
算
と
い
う
と
き
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
三
年
混
乱
し
て
い
た

文
学
が
や
や
落
付
い
て
来
た
、
内
省
的
に
な
っ
て
来
た
と
云
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
或
る
意
味
で
は
実
際

に
即
し
た
概
括
で
あ
っ
た
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
内
省
的
と
い
う
こ
と
も
、
主
と
し
て
各
作
家
の
主
観
の

内
で
云
わ
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
客
観
的
に
現
代
文
学
の
内
省
が
よ
り
鋭
く
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
や

す
く
云
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　
そ
の
一
つ
の
原
因
は
、
婦
人
作
家
の
擡
頭
と
い
う
こ
と
に
つ
れ
て
、
諸
家
の
見
解
が
の
べ
ら
れ
て
い
る

の
に
、
何
と
な
く
十
分
現
実
を
掘
り
下
げ
て
い
な
い
感
銘
を
受
け
た
か
ら
で
も
あ
る
。

　
婦
人
作
家
が
こ
の
一
年
に
比
較
的
数
多
い
作
品
を
発
表
も
し
た
の
は
一
般
に
高
ま
っ
た
文
学
性
へ
の
要

求
と
婦
人
作
家
た
ち
の
共
通
性
で
あ
る
芸
術
至
上
の
傾
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、
男
の

7



作
家
が
こ
の
二
三
年
の
世
相
の
推
移
に
つ
れ
、
そ
の
社
会
性
の
積
極
さ
の
故
に
陥
っ
た
混
乱
に
対
置
し
て
、

結
局
は
婦
人
作
家
の
社
会
性
の
欠
如
の
故
と
否
定
的
に
総
括
さ
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
果
し
て
そ
れ
だ

け
で
、
現
実
の
い
り
く
ん
だ
関
係
が
云
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
男
の
作
家
の
社
会
性
の
積
極
さ

と
い
う
こ
と
も
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
っ
て
、
あ
の
波
こ
の
波
に
す
ぐ
反
応
を
呈
し
て
そ
れ
に
吸
引
さ
れ

る
ま
ま
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
な
わ
け
で
あ
る
。
単
純
な
適
応
を

積
極
性
と
呼
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
自
身
の
芸
術
境
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
作
家
、
例
え
ば
川
端
康
成
と

い
う
よ
う
な
作
家
の
本
年
度
の
芸
術
が
、
ゆ
た
か
な
社
会
性
に
充
た
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
武
田
麟
太

郎
の
作
品
が
社
会
性
に
お
い
て
一
歩
を
す
す
め
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
婦
人
作
家
が
社
会
性
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
、
そ
う
い
う
作
品
が
文
壇
に
あ
る
評
価
を
ま
き
お
こ
し
た

と
す
れ
ば
、
文
学
の
問
題
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
に
於
て
や
は
り
男
の
作
家
の
今
日
の
文
学
の
社
会
的
な

実
質
と
も
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
婦
人
作
家
の
そ
う
い
う
存
在
で
さ
え
も
何
か
を

文
学
に
も
た
ら
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
で
は
男
の
作
家
の
文
学
も
、
日
本
の
今
日

の
同
じ
空
の
下
の
低
さ
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
化
の
姿
と
し
て
そ
の
点

で
の
大
局
か
ら
の
究
明
が
さ
れ
て
こ
そ
初
め
て
男
の
作
家
の
社
会
性
の
ひ
ろ
さ
、
確
さ
も
云
い
得
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
現
代
文
学
の
現
実
の
な
か
で
は
あ
ら
ま
し
に
、
婦
人
作
家
と
総
括
は
出
来
ず
、
婦
人
作
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家
の
中
に
も
、
社
会
的
な
芸
術
の
素
質
で
そ
れ
ぞ
れ
こ
ま
か
い
相
異
が
あ
る
。
女
と
い
う
ひ
と
色
で
云
え

な
い
こ
と
は
、
男
の
作
家
を
男
と
い
う
ひ
と
い
ろ
で
云
え
な
い
と
全
く
同
じ
こ
と
だ
と
思
う
。
未
だ
婦
人

作
家
と
い
う
と
、
女
と
い
う
と
こ
ろ
で
概
括
し
、
こ
ん
な
場
合
何
か
男
か
ら
女
に
向
っ
て
物
を
云
う
と
い

う
風
に
表
現
さ
れ
て
来
る
と
こ
ろ
も
、
文
学
の
領
域
で
さ
え
そ
れ
の
怪
し
ま
れ
な
い
こ
と
も
私
た
ち
が
今

日
に
持
っ
て
い
る
文
化
の
性
質
を
語
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
こ
れ
か
ら
の
一
年
は
ま
さ
し
く
十
年
に
相
当
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
飛
躍
の
質
で
は
、
紀
元
二
千

六
百
年
の
日
本
に
し
て
初
め
て
経
験
す
る
社
会
生
活
の
諸
相
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
文
学
は
、
そ
の
現
実
に
ど
こ
ま
で
し
っ
か
り
と
く
ッ
つ
い
て
、
そ
の
真
の
姿
を
描
き
出
し
て
行
き
得
る

で
あ
ろ
う
か
。
ど
こ
ま
で
人
間
精
神
の
経
歴
と
し
て
そ
の
中
に
沈
潜
し
て
省
察
し
、
収
穫
し
、
芸
術
化
し

て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
作
品
の
な
か
に
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
或
は
題
材
と
し
て
世
相
を
盛
る

と
い
う
こ
と
よ
り
は
遙
に
む
ず
か
し
く
深
く
、
そ
し
て
文
学
を
文
学
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
の
だ
と
思

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
二
月
〕
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