
文

学

の

分

文
学

と
い

っ
て
も
詩
や
小
説
、
劇
、
評
論
等
、

そ
れ
ぞ
れ
分

が
あ

っ
て
、

そ
れ
ら
を
生

み
出
す
詩

人
、
小
説
家
、
劇
作
家
、
評
論
家
だ
ち

が
い
る
わ

け
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
い
う

の
は
そ
う
し
た
分

で

は
な
い
。

で
は
、
ど
う

い
う
分

か
。
そ
れ

は
こ
の

小
文

の
結
論

み
た
い
な
も

の
だ

か
ら
、
先

に
こ
と

わ
ら
な

い
こ
と
に
す

る
。

さ
て
、
今
あ
げ
た
文
学

の
分

の
中

で
、

一
番
親

分

づ
ら

を
し
て
い
る
の
が
小
説
。
当
今
、
文
学
と

い
え
ば
小
説
、
文
学
者
と

い
え
ば
小
説
家
。
も
と

も

と

「
作
家
」

と
い
え
ば
芸
術
作
品
を
作

る
あ
ら

ゆ
る
作
者
を
さ
す
呼
称
な

の
に
、
今

で
は
小
説
家

の
代
名
詞

の
や
う

に
使
わ
れ

て
は
ば

か
ら
な

い
。

そ
し
て
、

そ
の
作
家

こ
と
小
説
家
た
ち

は
、
む
か

し
は
世

を
は
ば

か

っ
て
生
き
た
ナ

ム
ラ
イ
、

つ
ま

り

「
文
士
」

た
ち
の
こ
と

で
あ

っ
た

の
に
、
今
や

原

子

朗

世

を
は
ぱ

か
ら

ぬ

「
文
化
人
」

「
有
識
者
」

「
啓

蒙
家
」

と
し
て
、
社
会

の
指
導
者
的
地
位

に
つ
い

て
い
る
観

が
あ

る
。

文
学
者
た

ち
の
生
態

が
、
お
そ

ろ

し

く

変

っ

た
。
生
態
と

は
、

こ
こ
で
は
社
会
的

な

生

き

か

た
、

と
い
う

ほ
ど
の
意
味

で
あ

る
。
詩
人
も
、
も

は
や
か

つ
て
の
文
人
墨
客
的
な
、
風
狂

の
生
き
か

た
を
す

る
者

は
絶
無

に
近
く
、
ぽ
と
ん
ど
サ
ラ
リ

ー

マ
ン
か
教
師

で
あ

る
。
し
か
し
、
小
説
家
た
ち

の
生
態

の
変
り
ざ
ま

は
甚
し

い
。
原
稿
生
活
者

と

い
う
点

で
は
不
変

で
あ
る

か
の

よ

う

で
、
そ

の

実
、

お
ど

ろ
く

べ
き
変
化

で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説

家
た

ち
自
身

が
生
態
を
変
え
た

の
で
は
な
く
、

い

つ
の
間

に
か
社
会

の
ほ
う

で
変
え
さ
せ

て
し
ま

っ

た

の
だ

か
ら
、

こ
の
歴
史
的
事
実
に
世
間
で
は
あ

ま
り
気
づ

い
て
い
な

い
か

の
ご
と
く
で
あ
る
。

交
通
事
故
が
あ
る
と

「作
家
」

が
テ

レ
ビ
や
新

聞
に
登
場
し
て
、

「
事
故

が
多

い
の
は
実

に
交
通

が
混
雑

し
て
い
る
か
ら
だ
」

と
い
う
。
婦
女
暴
行

事
件

が
あ

る
と

「
赤
線
復
活

の
意
見
も
出

て
く

る

の
で
は
な
い
か
」

と
、
う

が

っ
た

こ
と
を

い
う
。

ボ

ク
シ
ン
グ

の
試
合

に
解
説
者

に

な

っ
た

「
作

家
」

は
、

「
や

っ
ぱ
り
強

い
方

が
勝

っ
た

の
だ
」

と
入
間
洞
察

に
み
ち
た
意
見
を

い
う
。
子
ど
も

の

非
行
を

テ
ー

マ
に
し
た
番
組
で
、

両
親

の
あ
る

べ

き
姿
を
論
じ
立
て
る
。

新
聞
や
テ

レ
ビ
で
意

見
を
吐
く

こ
と
よ
り
も
、

吐
か
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
あ

た
り
ま
え

の
こ
と

を
い

っ
て
も
、

そ
れ
が
何

が
し
権
威

を
も

つ
発
言

の
よ
う
に
錯

覚
さ
れ
、

ま
た
権
威
づ
け

に
利
用
さ

れ

て
い
る
こ
と
の
ほ
う

が
、

こ
こ
で
は
問
題
な

の

だ
が
、

そ
れ

に
し
て
も
、
む

か
し
の
文
士

は
被
害

者

の
立
場

で
あ

る
よ
り
、
む

し
ろ
、
あ

る
意
味

で

世
間

に
対

し
て
加
害
者

の
立
場

に
立

つ
入
間

で
あ

っ
た
。
な

に
も
無
頼
派
や
破
滅
型
と
呼
ば
れ
た
作

家

た
ち
だ
け

の
こ
と

で
は
な

い
。
本
質
的
に
小
説

家

は
社
会

に
反
逆
し
、
道
徳
に
復
讐

す

る

こ

と

で
、
痛
烈

に
人
間
を
批
判
す

る
者

の
こ
と
で
あ

っ

た
。
観
戦
者
、
解
説
者

で
あ
る
よ
り
も
、
い

っ
そ

リ
ン
グ
上

で
死
闘
を
く
り
か
え
し
、
果
敢
に
斃

れ
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る
、
作
家
は
選
手

で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、

け

っ

し

て
よ
き

父
親
な
ど
で
は
な
か

っ
た
。

そ
の
こ
と
自
体

を
私

は
ど
う
こ
う
い
お
う
と
い

う

の
で
は
な
い
。
指
導
者

づ
ら
さ
れ
る
の
は
困

る

が
、
じ
か
に
世
間
に
ふ
れ
、
善
良

な
市

民
の

一
員

で
あ
る
作
家

の
生
き
か
た
の
桧
う
が
、
む

し
ろ
、

書
斎
や
、
ど
こ
か
の
四
畳
半

に
こ
も

り
き

り
だ

っ

た
作
家

の
生
活
よ
り
、

ど
れ
ほ
ど
か
立
派

な
場
合

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
私

が
い
い
た

い
の
は
、
だ
か
ら
小
説
家
よ
り
も
、

小
説
家

の
発

言
や
生
き
か
た
を
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
有
難

が

っ
て
い
る
世
間

一
般

の
風
潮

に

つ
い
て
で
あ
る
か

も
し
れ
な

い
。

こ
こ
で
、
ご
く

一
例
と
し
て
、
丸

谷
才

一
氏

の

『
文
章
読
本
』
と

い
う
本

の
こ
と
を

私

が
取
り
あ
げ

る
と
、
と

っ
ぴ
な
感
を

い
だ
く
ひ

と

が
あ

る
だ
ろ
う
か
。

丸
谷
氏

は
、
明
ら

か
に
小
説
家

の
立
場
か
ら
日

本
語

の
文
章
を
論
じ
、

日
本
人

に
む
か

っ
て
文
章

訓

を
垂
れ

て
い
る
。
小
説
家
は
文
章

の
専
門
家
な

の
だ
か
ら
、
な

ん
の
不
思
議
も
な

い
よ
う

に
思
わ

れ
る
。

そ
れ

ど
こ
ろ
か
大
層
評
判

が
よ
く

て
、
そ

の
た
め
か
こ
の
本

は
売
れ

に
売
れ

て

い

る

と

い

う
。
実

は
私
は
比
較

的
長
文

の
、

こ
の
本

の
書
評

を
頼
ま
れ

て
考
え
さ
せ
ら
れ
、

こ
の
本

は
困

る
と

い
う
意
味

の
こ
と
を
、

は

っ
き
り
書

い
た
の
だ

が

(
「
言
語
生

活
」

二
月
号
参
照
)
、
私

の
意
見

の

根
拠
は
、
こ

の
小
文
で
い
う

「文
学

の
分
し
を

こ

え
た
小
説
家

の
仕
事

の
影
響

力
の
批

判

に

あ

っ

た
。
簡
単

に
い
う
と
、
小
説
家

は
日
本
語

の
改
良

に
影
響
力
を
も

っ
て
当

然
と
考
え

る
丸
谷
氏

の
自

、
信
と
、
知
名

の
小
説
家

の
意

見
を
有
難

が
る

マ
ス

コ
ミ
的
な

一
般

の
風
潮
と

の
癒
着

に
よ

っ
て
こ
の

本

の
影
響
力
は
高

ま
る
だ
ろ
う
。
丸
谷
氏

は
、

な

か
ば
文
芸
評
論
を
書
く
態
度

で
こ
の
本

を
書

い
た

か
も
し
れ
な

い
が
、
さ
き
に
い

っ
た
よ
う
に
実
体

は
文
学

の
分
を
こ
え
て
、

一
般

日
本

語
の
文
章
表

現

の
教
訓
に
な

っ
て
い
る
。

あ
く
ま
で
文
学
表

現

の
方
法

に
つ
い
て
、
丸
谷
氏

の
論

が
微
細

を
き

わ

め
る
の
な
ら
文
句
は
な
い
。

と

こ
ろ
が
、
文
学
的

文
章
、
r文
章

の
芸
を
も

っ
て
日
本

語
全
体

の
規
範

を
示
そ
う
と
し

て
、い
る
丸
谷
氏

の
本

は
、

そ

の
意

味

で
、
氏
が
下
敷

き
に
し
た
谷
崎

潤

一
郎

の

『
文

章
読
本
』
と
同

じ
あ
や
ま
ち
を
冒
し

て
い
る
。

日
本
語

は
日
本
人
全
体

の
も

の
で
あ
る
。

日
本

人

が
全
部
文
学
者

に
な

っ
た
ら
困
る
よ
う
に
、

日

本
語

の
表
現

が
す

べ
て
文
学
的
に
な

っ
て
し
ま
う

の
は
困

る
。

日
本

の
教
育

は
近
代
に
な

っ
て
も
、

文
学

の
分
を
教
え
な

か

っ
た
。
文
学
と
非
文
学

、

芸
術
と
科
学

の
分
を
観
念
的
に
だ
け
教

え
、
実
践

と
し

て
文
章
表
現

で
教
え
な
か

っ
た
。

た
め
に
教

育
あ

る
者

の
多
く
が
文
学
青

(少

)
年
の
時
期

を

も

ち
、
情
緒
的
、
文
学
的
な
発
想
法
を
身
に

つ
け

て
育

っ
た
。
そ
れ
だ
け

に
、
す

こ
ぶ
る
文
学
的
影

響
を
受
け
や
す

い
。

表
現

に
は
芸
術
的
な
も

の
と
そ
う

で
な

い
も

の

と
が
あ

る
。
法
律

の
文
章
と
新
聞

の
そ
れ
と
小
説

の
そ
れ
と

の
ち
が
い
は
、
書
き
手

が
ち
が
う
だ
け

で
は
な

い
。
本
質
的

に
機
能
と
性
格

を

異

に

す

る
。

そ
う

し
た
認
識
と
実
践

が
、

は

っ
き
り
分
業

的

に
確
立
さ
れ

て
い
な

い
か
ら
、
小
説
家
も
た
や

す
く
分
を

こ
え

て
、
自
分

の
芸
術
価
値
感
覚

で
、

他
を
、
と

い
う
よ
り
多
様
な
国
語
表
現

の
す

ぺ
て

を
律

し
得

る
か
の
よ
う
な
発
言
を
、
勢

い
あ
ま

っ

て
す

る
よ
う

に
な

る
ゆ

し
か
も
、

そ
の
こ
と

が
何

ら
か
の
権
威

と
影
響
力
を
も

つ
と
き
、
逆

に
文
学

の
問
題
自
体
も

一
般
化
さ
れ
、
あ

い

ま

い

に

な

り
、
拡
散
さ
れ

る
こ
と

に
な

る
。

文

章
の
問
題
に
限
ら
な
い
こ
と
だ

が
、
文
学
表

現
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
を
、
長
年
考
え

つ
づ
け

て
い
る
私

な
ど
に
は
、
苦

々
し
き
事
態
な

の
で
あ

る
。
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