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当
今
の
人
文
学
界
隈
に
は
、「
実
用
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
無
意
識
に
身
構
え
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
し
て
の
研
究
の
実
用
性
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
求
め
ら
れ
る
事
々
し
い
弁
明
に
倦
怠
し
、
荘
子
を
気
取
っ
て
「
無
用
の
用
」

と
居
直
り
た
く
な
る
こ
と
も
度
々
あ
る
我
が
身
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
か
と
も
思
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
心
身
の
こ

わ
ば
り
に
よ
っ
て
本
書
が
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
実
に
残
念
で
な
ら
な
い
。

　

本
書
の
全
体
構
成
は
左
の
通
り
。

は
じ
め
に

第
一
章　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
本

第
二
章　

江
戸
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

第
三
章　

江
戸
の
園
芸
書

近
衞
典
子
・
福
田
安
典
・
宮
本
祐
規
子
編

　
　
　
『
江
戸
の
実
用
書　
ペ
ッ
ト
・
園
芸
・
く
ら
し
の
本
』

山

口

智

弘
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第
四
章　

女
訓
書
の
世
界

附
録　

 『
和
談
三
細
図
会
』『
犬
の
草
紙
』『
犬
狗
養
畜
伝
』『
浪
華
朝
顔
作
方
聞
書
』『
蕣
花
秘
書
』『
秘
伝
花
鏡
』『
女
用
文
章
糸
車
』
翻

刻
（
一
部
、
訓
読
と
口
語
訳
あ
り
。）

　

第
一
章
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
近
世
大
坂
を
代
表
す
る
戯
作
者
の
暁
鐘
成
に
よ
る
『
犬
の
草
紙
』『
犬
狗
養
畜
伝
』
で
あ
り
、
二
作
品

を
紐
解
き
な
が
ら
、
当
時
の
犬
と
人
間
と
の
触
れ
合
い
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
話
題
は
園
芸
へ
と
転
じ
る
。
第
二
章
で
は
、

近
世
後
期
の
朝
顔
ブ
ー
ム
に
光
を
当
て
て
、
奇
談
や
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
へ
と
波
及
し
た
流
行
の
顛
末
を
論
じ
、
第
三
章
で
は
、
明
末
清

初
に
成
立
し
た
陳
扶
揺
『
秘
伝
花
鏡
』
に
注
目
し
、
そ
の
近
世
日
本
へ
の
流
伝
を
追
い
な
が
ら
、
日
中
で
の
隠
逸
趣
味
の
広
が
り
を
考
察

す
る
。
第
四
章
で
は
焦
点
が
女
性
に
移
る
。
近
世
日
本
で
の
女
訓
書
の
流
行
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
の
究
明
を
端
緒
と
し
て
、
当
時
の
女

性
が
抱
え
て
い
た
知
的
渇
望
の
内
実
に
迫
っ
て
い
る
。

　
「
実
用
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
不
覚
に
も
身
構
え
て
し
ま
っ
た
諸
氏
は
、
こ
の
構
成
と
概
要
と
に
拍
子
抜
け
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
編
者
の
一
人
で
あ
る
宮
本
祐
規
子
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
近
世
日
本
文
学
を
研
究
の
持
ち
場
と
す
る
十
四
名
に
、
翻
刻
者
四
名
を
加

え
た
十
八
名
の
有
志
の
関
心
は
、「「
江
戸
」
に
生
き
る
感
覚
」
を
知
る
こ
と
、
ま
た
、「
江
戸
時
代
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
覗
い
て
み
る
」（
い

ず
れ
も
二
三
三
頁
）
こ
と
に
あ
る
。
現
代
を
生
き
る
我
々
に
、
経
済
的
な
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
ス
キ
ル
と
ノ
ウ
ハ
ウ
、
つ
ま
り
、
い
ま
す

ぐ
役
立
つ
過
去
の
暮
ら
し
の
知
恵
を
読
者
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
微
塵
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ペ
ッ
ト
・
園
芸
・
女
性
、
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
何
の
つ
な
が
り
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
を
通
読
す
る
と
、
有
志
の
共
有
す
る
一
つ
の
テ
ー
マ
が
こ
こ
に
貫
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
は
、
文
学
が
卑
近
な
生
活
の
場
に
生
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
の
書
物
の
海
に
魅
せ
ら
れ
た
著
者
た
ち
に
誘
わ
れ
て
、
読

者
は
そ
の
瞬
間
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

近
世
日
本
は
武
家
の
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
庶
民
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
在
地
の
富
が
流
れ
込
む
城
下
は
繁
栄
し
、
特
に
、
三
都
に
住

ま
う
庶
民
の
生
活
の
質
は
変
わ
っ
て
い
く
。
平
素
の
生
活
に
お
け
る
事
物
と
の
関
わ
り
の
機
微
は
、
流
麗
な
和
文
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
、

そ
れ
は
色
鮮
や
か
な
図
版
に
添
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
経
済
の
好
転
に
よ
り
、
学
芸
を
遊
戯
の
よ
う
に
愛
好
し
、
そ
れ
に
没
頭
す
る
者
が
現

れ
た
。
中
国
の
士
大
夫
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
文
人
の
登
場
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
常
の
光
景
や
感
興
を
中
国
古
典
の
知
に
よ
っ
て
捉
え
直

し
、
そ
れ
ら
を
典
雅
か
つ
怜
悧
な
漢
文
へ
と
昇
華
し
た
。
本
書
で
言
及
さ
れ
る
一
連
の
実
用
書
に
は
、
彼
ら
彼
女
ら
の
生
活
の
懊
悩
は
見

ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
生
活
の
全
て
が
輝
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
赫
赫
と
し
た
光
と
は
対
照
的
な
漆
黒
の
闇
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
、
刮
目
す
る
べ
き
は
、
そ
の
言
葉
の
虚
実
で
は
な
く
、
江
戸
の
暮
ら
し
の
豊
か
さ
と
当
時
の
文
学
の
豊
か
さ
と
は
表

裏
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

金
銭
的
か
つ
物
質
的
な
豊
か
さ
を
変
化
の
中
で
実
感
で
き
た
成
長
の
時
代
は
終
わ
り
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
享
受
を
所
与
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
何
を
手
に
し
て
何
を
手
に
し
て
い
な
い
の
か
、
我
々
は
見
失
っ
て
い
る
。
本
書
が
紹
介
す
る
実
用
書
は
、
我
々
が
見
失
っ

て
い
る
こ
と
を
啓
発
す
る
点
に
お
い
て
、「
実
用
に
役
に
立
た
な
い
作
品
や
内
容
」（
五
頁
）
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す

る
本
書
も
ま
た
、
実
に
有
為
の
書
な
の
で
あ
る
。

（
二
三
八
頁　

ぺ
り
か
ん
社　

二
〇
二
三
年
六
月　

三
〇
〇
〇
円
＋
税
）　


