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若
い
世
代
の
革
新
的
意
欲
の
凝
集
的
な
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
新
感
覚
派
が
︑
そ
う
い
う
出
発
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
は
む
し

ろ
意
外
な
︑
官
能
的
享
楽
や
形
式
主
義
の
小
味
な
技
術
主
義
に
傾

い
て
し
ま
っ
た
時
︑
同
じ
陣
営
の
中
か
ら
︑
そ
う
し
た
風
潮
に
反

発
し
て
起
っ
た
も
の
に
新
人
生
派
が
あ
っ
た
︒
此
派
は
︑
中
村
武

羅
夫
を
上
置
き
と
し
て
︑
新
潮
社
系
と
目
さ
れ
る
数
人
の
作
家
を

集
め
た
だ
け
の
︑
小
さ
な
集
団
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
上
記
の
通

り
︑
新
感
覚
派
末
期
の
芸
術
主
義
や
官
能
的
享
楽
が
一
代
の
風
潮
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と
な
ろ
う
と
し
た
時
︑
そ
の
名
称
の
示
す
通
り
の
人
生
派
的
な
道

義
性
の
追
求
を
目
標
と
し
て
出
発
し
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
派
と
し

て
の
存
在
理
由
を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
の
み
な
ら
ず
︑
新
感
覚

派
が
︑
旧
来
の
写
実
主
義
的
方
法
へ
の
訣
別
を
意
図
し
︑
と
に
も

か
く
に
も
新
し
い
主
知
主
義
へ
の
道
を
目
ざ
し
て
︑
そ
の
た
め
の

摸
索
に
つ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
此
派
の
人
々

は
︑
云
わ
ば
伝
習
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
心
境
主
義
の
方
法
と
を
踏

襲
し
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
何
等
か
健
康
な
人
間
生
活
の
内
部
的
基

準
を
探
求
し
出
そ
う
と
し
つ
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
に
︑
前
者
と
は

は
っ
き
り
区
別
さ
る
べ
き
特
質
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
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意
味
で
︑
そ
れ
は
︑
自
然
主
義
末
期
以
来
の
文
学
伝
統
の
︑
新
感

覚
派
を
契
機
と
し
て
起
っ
た
主
知
主
義
へ
の
気
運
に
対
す
る
︑
反

撃
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
︒
小
さ
な
流
派
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
う
思
え
ば
此
派
の

存
在
に
も
か
な
り
重
大
な
意
味
は
見
出
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
あ

る
︒け

れ
ど
も
︑
此
派
の
守
り
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
よ
う
な
方
法
を

以
て
し
て
は
︑
彼
等
の
所
期
す
る
よ
う
な
何
も
の
を
も
発
見
し
得

な
い

︱
或
は
発
見
し
得
て
も
こ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
こ
と
が
︑
自
然
主
義
以
来
の
歴
史
に
よ
っ
て
既
に
明
瞭
に
さ
れ
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て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
菊
池
寛
が
新
し
い
材
料
の
払
底
を
嘆
じ
た

り
︑
直
木
三
十
五
が
﹁
日
の
下
に
何
の
新
し
き
も
の
あ
ら
ん
や
﹂

な
ど
と
い
う
文
章
を
書
い
た
り
し
て
い
た
ほ
ど
人
生
の
す
み
ず
み

ま
で
探
求
し
つ
く
さ
れ
て
︑
然
も
そ
こ
に
何
等
の
新
し
い
見
通
し

も
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
︑
そ
れ
故
の
新
現
実
主
義
末
期
以
来
の
文

壇
的
低
迷
で
あ
る
こ
と
が
通
念
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
新
感

覚
派
な
ど
で
も
︑
そ
う
い
う
伝
習
的
な
写
実
主
義
を
乗
り
越
そ
う

と
し
て
︑
意
外
な
逸
脱
に
傾
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う

い
う
新
感
覚
派
に
反
撥
し
て
そ
う
い
う
方
法
を
固
執
し
よ
う
と
し

た
新
人
生
派
は
︑
だ
か
ら
当
時
の
転
換
期
的
な
気
運
に
さ
え
盲
目
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な
︑
保
守
的
反
動
の
流
派
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
彼
等
に

如
何
に
よ
き
意
志
と
熱
意
と
が
あ
ろ
う
と
も
︑
そ
の
旧
め
か
し
い

探
求
方
法
の
前
に
︑
新
し
く
輝
か
し
い
道
の
ひ
ら
け
よ
う
は
ず
も

な
か
っ
た
し
︑
当
然
此
派
の
派
と
し
て
の
影
も
あ
ま
り
濃
い
も
の

に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
わ
ず
か
に
新
人
嘉
村
礒
多
を

登
場
さ
せ
た
こ
と
だ
け
が
︑
此
派
と
し
て
の
重
要
な
見
ど
こ
ろ
と

云
え
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
︒

嘉
村
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
は
︑﹁
業
苦
﹂﹁
崖
の
下
﹂﹁
途

上
﹂﹁
神
前
結
婚
﹂
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
作
品
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
る
此
の
作
者
の
世
界
は
︑
か
つ
て
の
自
然
主
義
及
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び
そ
れ
以
後
の
多
く
の
作
家
た
ち
が
な
め
つ
く
し
て
来
た
苦
悩

を
︑
新
し
く
若
々
し
い
熱
意
と
誠
実
さ
と
を
以
て
︑
執
拗
に
掘
じ

く
り
か
え
し
て
見
せ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
執
拗
さ
に

は
む
し
ろ
強
調
的
と
も
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
ひ
た
む
き
さ
が
あ

り
︑
そ
う
し
た
ひ
た
む
き
さ
を
以
て
追
求
さ
れ
た
本
能
的
人
間
の

醜
さ
や
汚
さ
に
は
︑
時
に
面
を
そ
む
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る

ほ
ど
の
も
の
さ
え
含
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
自
然
主
義
的
人
間
探

求
と
し
て
の
底
を
つ
い
て
見
せ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
そ

こ
に
示
さ
れ
た
徹
底
性
に
此
の
作
者
の
作
品
の
一
つ
の
価
値
が
見

出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
が
︑
そ
う
し
た
醜
さ
や
汚
さ
に
対
し
て
︑
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作
者
は
例
え
ば
昔
の
岩
野
泡
鳴
な
ど
の
よ
う
に
︑
一
種
の
誇
示
的

な
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
︒
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
を

不
可
避
の
人
間
的
実
体
と
し
て
︑
そ
の
上
に
で
ん
と
腰
を
下
ろ
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ら
を
す
べ
て
醜
さ
で
あ

り
汚
さ
で
あ
る
と
判
断
し
な
が
ら
︑
そ
こ
か
ら
の
脱
却
や
超
克
の

不
可
能
さ
を
感
じ
て
︑
そ
れ
故
の
苦
悩
や
自
虐
に
落
ち
こ
ん
で
い

た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
作
者
の
極
め
て
常
識
的
な
健
康
さ
が
あ

っ
た
と
同
時
に
︑
や
は
り
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
を
絶
対
と
観
じ
よ

う
と
す
る
の
で
な
い
︑
人
間
を
建
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
と

す
る
時
代
の
意
識
が
︑
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
か
ら
み
つ
か
さ
れ
て
い
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た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で

は
作
者
も
や
は
り
此
の
時
代
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
︑
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
が
新
人
生
派
の
作
家
な
ど
と
も
称
ば
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
う
い
う
作
者
の
道
は
︑
此
の
作
者
が
し
て
い
た
よ
う
な

主
情
的
方
法
に
よ
る
諦
観
だ
け
に
よ
っ
て
は
︑
と
う
て
い
達
せ
ら

る
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
上
記
の
通
り
既
に
証
明
ず

み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
方
法
に
よ
る
か
わ
り
に
︑
も

少
し
科
学
的
分
析
的
な
方
法
を
以
て
す
れ
ば
︑
此
の
作
者
の
ぶ
つ

か
っ
て
い
た
苦
悶
が
︑
近
代
的
自
由
人
と
し
て
の
心
意
の
不
熟
さ
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と
︑そ
れ
故
に
残
さ
れ
て
い
る
封
建
的
意
念
か
ら
の
束
縛
と
い
う
︑

二
元
の
相
剋
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
当
時
の
社
会

機
構
の
必
然
か
ら
彼
等
の
追
い
こ
ま
れ
て
い
た
極
度
の
経
済
的
窘

窮
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
比
較
的
容
易
に
判
断
さ
れ

る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
︑
そ
う
し
た
苦
悩
か

ら
の
脱
却
の
方
途
も
必
し
も
見
当
の
つ
け
ら
れ
ぬ
も
の
で
は
な
く

な
る
は
ず
な
の
だ
が
︑
そ
れ
を
︑
上
記
の
よ
う
な
作
者
の
方
法
を

以
て
し
て
は
︑
そ
の
よ
う
に
分
析
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ

の
み
な
ら
ず
︑
そ
う
し
た
方
法
に
據
る
と
い
う
態
度
そ
の
も
の
の

中
に
︑
そ
う
し
た
矛
盾
を
内
包
す
る
自
分
を
全
的
に
肯
定
す
る
気
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も
ち
が
︑
実
は
既
に
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
︒
結
果
と
し
て
︑
一
方
に
於
て
は
醜
い
と
感
じ
汚
い
と
感
ず

る
も
の
を
︑
よ
り
根
柢
的
な
と
こ
ろ
で
は
不
可
避
の
人
間
的
実
相

と
し
て
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
︑
そ
の
自
己
矛
盾

を
清
算
し
き
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
に
︑
此
の
作
者
は
彼
自
身
の
ぶ

つ
か
っ
て
い
る
問
題
を
︑
結
局
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
自
分
の
人
間
的

分
裂
と
観
じ
︑
そ
れ
を
揚
棄
し
得
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
来
る
苦
悩
を
宿

命
的
に
脊
負
わ
さ
れ
た
﹁
業
﹂
と
感
ず
る
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
ま
た
そ
う
い
う
見
方
で
行
け
ば
︑

そ
れ
は
事
実
不
熟
な
近
代
日
本
に
生
育
し
た
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
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脊
負
っ
て
い
た
﹁
業
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の

で
あ
る
だ
け
に
︑
そ
う
し
た
﹁
業
苦
﹂
と
凄
じ
い
格
闘
を
つ
づ
け

た
あ
げ
く
︑
そ
れ
の
揚
棄
し
得
ぬ
ま
ま
に
い
わ
ゆ
る
自
虐
の
泥
沼

に
の
た
う
っ
て
い
た
此
の
作
者
の
世
界
は
︑
強
く
陰
惨
な
迫
力
を

以
て
わ
れ
わ
れ
に
迫
ら
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒
自
然
主
義
文

学
運
動
挫
折
の
後
︑
同
じ
よ
う
な
場
面
に
追
い
こ
ま
れ
た
人
々
の

間
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
狂
気
か
破
滅
か
﹂
の
苦
悩
が
つ
づ
い
た
こ
と

は
︑
多
く
の
文
学
史
家
の
伝
え
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
そ
れ
か
ら
二
十

年
を
距
て
た
嘉
村
の
苦
悩
は
︑
つ
ま
り
は
そ
れ
と
同
じ
い
﹁
無
解

決
の
苦
悩
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
然
主
義
以
来
の
方
法
が
方
法
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で
あ
っ
た
た
め
︑
同
じ
苦
悩
が
こ
う
し
て
二
十
年
後
に
も
そ
の
ま

ま
持
越
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
持
越
さ
れ
た
問
題
に
体
当
り
し

て
泥
ま
み
れ
に
な
っ
た
嘉
村
の
主
体
的
誠
実
さ
に
は
︑
も
と
よ
り

深
い
敬
意
が
さ
さ
げ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
う
云
っ
て
も
︑
そ
う

し
た
方
法
を
以
て
し
て
は
そ
こ
に
行
く
よ
り
ほ
か
仕
方
の
な
い
こ

と
が
︑
既
に
一
応
は
は
っ
き
り
と
把
握
さ
れ
て
い
た
が
故
に
︑
一

方
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提
唱
も
あ
ら
わ
れ
︑
他
方

に
は
新
感
覚
派
さ
え
伝
統
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
に
出
発
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
時
代
の
現
象
と
し
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
幾
ら
か
笑

止
な
感
じ
も
伴
わ
ぬ
で
は
な
か
っ
た
︒
殊
に
彼
が
︑
そ
う
し
た
苦
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悩
を
し
ょ
せ
ん
は
揚
棄
し
得
ぬ
も
の
と
あ
き
ら
め
て
︑
そ
う
し
た

苦
悩
と
業
と
を
脊
負
っ
た
人
間
が
︑
そ
う
し
た
苦
悩
や
業
に
引
廻

さ
れ
る
ま
ま
に
︑
云
わ
ば
輪
廻
の
道
を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
る

よ
り
仕
方
の
な
い
︑
そ
う
い
う
淋
し
い
人
間
の
生
活
な
の
だ
と
諦

観
し
て
︑
そ
の
淋
し
さ
を
蕭
条
た
る
松
風
の
音
に
象
徴
す
る

︱

こ
れ
は
彼
と
し
て
殊
に
す
ぐ
れ
た
作
品
と
云
わ
れ
る
﹁
途
上
﹂
の

結
末
な
の
だ
が
︑
と
に
か
く
そ
う
い
う
境
地
へ
の
愛
著
に
せ
め
て

も
の
落
着
き
場
所
を
見
出
し
て
行
こ
う
と
し
た
か
た
ち
な
ど
に

は
︑
や
は
り
日
本
的
自
然
主
義
の
結
論
と
の
相
似
を
思
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
と
同
時
に
︑
例
え
ば
﹁
六
の
宮
の
姫
君
﹂
を
書
い
た
芥
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川
龍
之
介
が
︑
此
の
あ
わ
れ
な
女
の
最
期
に
︑

﹁
何
も
︑

︱
何
も
見
え
ま
せ
ぬ
︑
暗
い
中
に
風
ば
か
り
︑

︱
冷
た
い
風
ば
か
り
吹
い
て
参
り
ま
す
る
﹂︒

と
云
わ
せ
て
︑
そ
う
し
て
そ
れ
を
︑﹁
極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
︑

腑
甲
斐
な
い
女
﹂
の
悲
し
み
だ
と
註
釈
し
た
の
な
ど
を
も
︑
自
然

に
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
の
み
な
ら

ず
︑
此
の
作
者
は
︑
そ
の
苦
悩
の
故
に
︑
し
じ
ゅ
う
仏
教
な
ど
を

身
近
に
引
き
つ
け
て
い
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
こ
に
救
い
を

見
出
し
て
来
る
か
わ
り
に
︑
こ
う
し
て
最
後
ま
で
人
為
的
に
構
築

さ
れ
た
芸
術
的
境
地
な
ど
に
愛
着
し
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
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し
て
捨
て
き
れ
ぬ
主
体
的
な
生
き
方
や
力
へ
の
自
覚
は
終
に
持
ち

得
る
に
到
ら
な
か
っ
た
︑
そ
の
点
で
の
自
己
吟
味
の
粗
漏
さ
に
も

︱
と
云
っ
て
い
け
な
け
れ
ば
科
学
的
な
探
求
力
の
不
十
分
さ
に

も
︑
大
き
な
問
題
は
残
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
︒
新
感
覚
派
に

さ
え
反
撥
し
て
彼
等
の
い
わ
ゆ
る
静
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
終
始
し
た

此
の
作
者
に
と
っ
て
︑
人
生
や
社
会
に
対
す
る
主
体
的
な
生
き
方

な
ど
極
め
て
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
む
し
ろ
当
然
で
あ

っ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
然
し
そ
う
し
た
点
へ
の
自
覚
の
な
い
﹁
人

生
派
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
考
え
て
み
れ
ば
ど
う
や
ら
一
種
の

ナ
ン
セ
ン
ス
め
い
た
も
の
に
さ
え
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
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し
ょ
せ
ん
此
の
作
者
は
︑そ
う
し
た
主
体
意
識
の
稀
薄
さ
か
ら
︑

伝
習
的
な
自
然
主
義
末
期
以
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
道
を
︑
も
一
度

行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
か
せ
て
見
せ
た
と
い
う
以
上
の
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
作
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
彼
の
行
き
着
い

た
と
こ
ろ
か
ら
更
に
一
歩
の
新
し
い
展
開
を
た
ど
る
た
め
に
は
︑

そ
の
方
法
な
り
態
度
な
り
に
一
つ
の
大
き
な
飛
躍
が
必
要
な
の
で

あ
っ
た
︒
が
︑
そ
れ
は
彼
に
は
終
に
果
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
し
︑

そ
う
い
う
彼
を
唯
一
の
光
っ
た
存
在
と
し
た
新
人
生
派
が
︑
此
の

時
代
と
し
て
の
積
極
的
な
役
割
を
果
し
た
派
流
と
は
も
と
よ
り
云

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
嘉
村
の
特
殊
な
誠
実
さ
や
そ
れ
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故
の
作
品
の
卓
越
は
当
時
も
し
ば
し
ば
云
わ
れ
て
居
り
な
が
ら
︑

此
派
の
派
と
し
て
の
展
開
は
あ
り
得
ず
︑
か
え
っ
て
間
も
な
く
派

と
し
て
の
存
在
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒

尤
も
︑
そ
れ
は
単
に
新
人
生
派
の
み
の
こ
と
で
は
な
く
︑
昭
和

三
・
四
・
五
年
頃
以
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
隆
盛
期
を
迎
え
る

に
及
ん
で
は
︑
新
感
覚
派
一
般
も
形
式
主
義
も
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
を
す
て
て
︑
伝
統
市
民
文
学
系
統
の
人
々
が
結
成
し
た
反
左

翼
主
義
の
集
団
新
興
芸
術
派
の
中
に
︑
一
せ
い
に
流
れ
こ
ん
で
行

っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
新
人
生
派
も
要
す
る
に
そ
れ
と
同
じ
軌
道
を



22

た
ど
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ

に
し
て
も
此
派
が
︑﹁
人
生
派
﹂
と
し
て
の
旗
幟
を
容
易
に
ぼ
や

け
さ
せ
て
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
芸
術
派
﹂
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た

の
み
な
ら
ず
︑
中
村
武
羅
夫
の
如
き
︑
い
か
に
も
其
派
の
旗
持
ら

し
く
︑﹁
誰
だ
花
園
を
荒
す
も
の
は
﹂
な
ど
と
い
う
文
章
を
書
く

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
だ
け
に
︑
新
人
生
派
の
歴
史

が
︑
あ
ま
り
に
も
は
か
な
過
ぎ
た
よ
う
な
感
じ
を
︑
そ
そ
ら
れ
ず

に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
結
局
新
感
覚
派
的
搖
蕩
の

中
に
あ
っ
た
文
壇
に
︑
伝
統
リ
ア
リ
ズ
ム
の
線
を
持
続
さ
せ
た
と

い
う
以
上
の
︑
あ
ま
り
積
極
的
な
も
の
は
示
し
得
な
か
っ
た
流
派
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だ
っ
た
と
︑
結
論
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
い
も
の
と
し
て
︑

そ
の
歴
史
を
終
っ
た
の
だ
と
思
う
︒
た
だ
そ
こ
に
︑
此
の
文
学
一

般
の
関
心
が
主
と
し
て
外
の
世
界
の
問
題
に
傾
こ
う
と
し
て
い
た

時
代
に
︑
あ
く
ま
で
も
人
間
主
体
の
問
題
へ
の
関
心
に
終
始
し
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
に
︑
近
代
文
学
伝
統
の
正
系
ら
し
い
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
︑
注
意
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
う
が

︱
︒
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