
は
じ
め
に

「
物
語
」
は
、
あ
る
い
は
「
文
学
」
は
私
た
ち
に
と
っ
て
ど
う
い
う

存
在
な
の
だ
ろ
う
か
？

例
え
ば
批
評
理
論
の
教
科
書
に
は
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、

イ
ズ
ム
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持

た
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
既
存
の
『
自
然
』、『
正
当
性
』
を
読

み
直
す
批
評
的
営
為
、
つ
ま
り
批
評
理
論
と
し
て
意
味
を
持
つ
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
論
の
誕
生
が
明
ら
か
に
す
る
、
深
く
批
判
的

な
現
状
認
識
、
世
界
観
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。」
と
書
か

れ
て
い
る1
。
こ
の
文
章
は
、
批
評
理
論
（
文
学
理
論
）
が
そ
の
定
義

で
は
な
く
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
現
状
認
識
や
世
界
認

識
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
・
フ
ァ
ク
ト
や
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
へ
の

支
持
の
広
が
り
を
考
慮
す
れ
ば
、「
現
状
」
や
「
世
界
」
を
批
判
的

に
認
識
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
だ
が
そ
の
一
方

で
、
批
評
理
論
は
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
も
の
だ
け
を
見
た
が
る
人

間
た
ち
に
対
し
て
十
分
な
力
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
今

回
は
、
ア
ニ
メ
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の

ご
都
合
主
義
的
な
立
場
に
対
峙
す
る
方
法
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

1　

宮
崎
駿
ア
ニ
メ
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
人
間
」

宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
に
お
い
て
、
自
然
破
壊
、
あ
る
い
は
自
然
と
人

間
の
共
存
と
い
う
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
あ
ら

た
め
て
言
う
こ
と
で
も
な
い
。『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
背
景
に

は
核
戦
争
に
よ
る
地
球
環
境
の
破
壊
が
あ
る
し
、『
も
の
の
け
姫
』

で
は
太
古
の
森
が
人
間
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
彼
の
作
品

に
お
い
て
、
自
然
と
い
う
も
の
が
、
た
だ
た
だ
保
護
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
（
こ
れ
も

別
段
新
奇
な
指
摘
で
は
な
い
）。
も
ち
ろ
ん
、
宮
崎
が
現
在
の
自
然

破
壊
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
作
品

か
ら
自
然
を
破
壊
す
る
存
在
で
あ
る
人
間
が
自
然
と
ど
う
共
存
し
て

児
童
文
学
か
ら
〈
未
来
〉
へ 

②

　
　『千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
も
し
く
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
問
題
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